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宗
教
団
体
の
内
部
扮
争
に
関
す
る
訴
訟
の
構
造
と
審
判
権
の
範
囲

伊

藤

翼〈
一
橋
大
手
)

私
は
元
来
、

ω
民
事
訴
訟
法
の
研
究
を
い
た
し
て
お
り
ま
し
て
、
宗
教
法
に
つ
い
て
、
詳
し
く
研
究
を
し
て
い
る
わ
け
で
は
ご
ざ
い

ま
せ
ん
。
た
ま
た
ま
昨
年
「
蓮
華
寺
上
告
審
判
決
」
に
接
し
ま
し
て
、
本
日
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
テ

i
マ
の
問
題
に
つ
い
て
考
え
、

か
っ
、
自
分
の
考
え
方
を
発
表
す
る
機
会
が
ご
ざ
い
ま
し
て
、
ぞ
れ
が
き
っ
か
け
で
本
日
、

ず
、
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
報
告
の
機
会
合
与
え
て
い
た
だ
く
と
い
う
、
大
変
光
栄
な
次
第
に
な
っ
た
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。

い
に
も
か
か
わ
ら

私
lま

の
内
部
紛
争
に
関
す
る
訴
訟
の
構
造
ど
審
判
権
の
範
罷
い
と
い
う
テ
l
マ
で
、
こ
れ
か
ら
ご
報
告
を
さ
せ
て

い
た
だ
き
た
い
と
存
じ
ま
す
。
本
日
お
配
り
し
ま
し
た

B
四
判
の
♂
不
教
問
的
体
の
内
部
紛
争
に
関
す
る
訴
訟
の
構
造
と
審
判
権
の
範

岡

月
ニ
由

g
、
宗
教
法
学
会
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
、
伊
藤
虞
」
と
書
い
て
ご
ざ
い
ま
す
目
次
に
沿
っ
て
、
こ
れ
か
ら
お
話
を
さ
せ

て
い
た
だ
き
ま
す
。

ま
ず
「
は
じ
め
に
」
と
い
う
と
こ
ろ
で
す
が
、
本
お
の
テ
ー
マ
た
る
、
宗
教
自
体
の
内
部
紛
争
と
司
法
権
と
の
か
か
わ
り
に
関
し

て
は
、
す
で
に
本
日
午
前
中
に
、
桐
谷
、
大
野
関
先
生
の
報
告
で
も
詳
締
に
敏
れ
ら
れ
ま
し
た
よ
う
に
、
近
時
、
判
部
あ
る
い
は
学

執
が
激
し
く
対
立
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
ご
ざ
い
ま
す
。

い
ろ
い
ろ
な
検
討
の
援
点
が
あ
る
か
と
存
じ
ま
す
が
、
忍
と
い
た
し
ま
し
て

は

お
け
る
事
実
認
定
に
関
す
る
基
本
環
器
に
照
ら
し
て
、
訴
訟
の
繊
構
造
を
分
析
し
、
内
部
詩
争
に
対
す
る
裁
判
所
の
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か
か
わ
り
方
の
あ
る
べ
き
姿
を
考
え
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

午
前
中
に
詳
線
な
内
容
の
ご
報
告
が
ご
ざ
い
ま
し
た
が
、
「
遊
撃
寺
上
告
審
判
決
」
後
に
も
詞
人
か
の
民
事
訴
語
法
学
者
の
詳
細

な
論
文
が
発
表
さ
れ
て
お
り
ま
す
し
、
ま
た
私
自
身
は
去
年
の

『
判
例
タ
イ
ム
ズ
』
の
七
一

O
号
に
論
文
を
発
表
し
ま
し
た
が
、
そ

の
内
等
に
つ
い
て
も
、
設
め
て
考
え
査
し
た
点
も
多
い
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。

い
ず
れ
に
し
た
し
ま
し
で
も
、
先
ほ
ど
中
し
ま
し
た

よ
う
な
基
本
的
視
点
か
ら
の
報
告
を
申
し
上
げ
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。
も
と
よ
り
本
日
の
報
告
も
完
念
な
も
の
と
は
思
わ
れ
ま
せ

ん
の
で
、
後
ほ
ど
の
討
論
の
ゆ
で
諸
先
生
か
ら
の
ご
教
示
を
待
会
，
た
い
と
硲
じ
ま
す
。

な
わ
ね
、
本
日
の
テ
j
マ
に
関
す
る
問
閣
は
、
多
般
に
わ
た
り
・
中
耕
し
て
、
た
と
え
ば
謡
訟
物
た
り
得
る
も
の
が
宗
教
法
人
上
の
代
萩

役
員
な
ど
の
法
律
上
の
地
位
、
あ
る
い
は
寺
院
、
建
物
の
明
渡
議
求
権
な
ど
の
法
律
上
の
権
利
に
限
議
さ
れ
る
の
か
、
そ
れ
と
も
そ

れ
ら
の
法
律
上
の
地
枝
、
あ
る
い
は
権
利
引
の
荊
械
と
な
っ
て
い
る
宗
教
上
の
地
泣
を
も
含
む
の
か
と
い
う
よ
う
な
問
題
も
ご
ざ
い
ま

す。
判
判
桝
に
つ
き
ま
し
て
は
、

の
昭
和
五
五

一
丹
一
一
日
判
決
、

い
わ
ゆ
る
種
纏
寺
事
件
上
告
審
判
決
以
来
、
京
教
上
の
地

位
が
訴
訟
物
と
な
っ
て
い
る
場
合
に
は

の
争
訟
の
範
欝
に
合
ま
れ
な
い
と
い
う
考
え
方
が
採
ら
れ
て
お
り
、
多
数
の
学
説

も
そ
れ
を
支
持
し
て
い
る
よ
う
で
ご
ざ
い
ま
す
。

し
か
し
、
私
は
確
認
訴
訟
の
対
象
一
般
に
関
す
る
近
時
の
判
例
、

の
発
展
を
前
提
と
い
た
し
ま
す
と
、
宗
教
ょ
の
地
位
が

機
々
の
法
律
効
果
金
制
捜
と
な
っ
て
い
る
場
合
に
は
、
持
争
の
抜
本
的
な
解
決
と
い
う
視
点
か
ら
、

そ
の
地
位
自
体
を
訴
訟
物
と
し

て
確
認
訴
訟
な
ど
を
提
起
す
る
と
い
う
こ
と
も
設
さ
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
お
り
、
同
様
の
考
え
方
を
と
る
論
者
も
少
な
く

関誌題提起

は
な
い
と
患
い
ま
す
。
し
か
し
、
本
日
の
報
告
で
は
、
時
間
も
制
制
約
さ
れ
て
お
り
ま
す
の
で
、
こ
の
問
題
辻
省
略
さ
せ
て
い
た
だ
き

ま
し
て
、
次
の
点
に
検
討
の
対
象
を
臨
ん
認
さ
せ
て
い
た
ど
き
た
い
と
存
じ
ま
す
。
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す
な
わ
ち
、
代
表
役
員
の
地
位
、
あ
る
い
は
明
渡
請
求
権
等
の
法
律
上
の
池
柱
、
権
利
が
訴
訟
物
と
さ
れ
ま
し
て
、
そ
の
議
提
と

し
て
宗
教
上
の
地
位
が
争
わ
れ
て
い
る
場
合
、
宗
教
ょ
の
地
位
の
簿
喪
の
要
件
事
実
と
さ
れ
て
い
る
事
実
に
つ
い
て
、

い
か
な
る
範

屈
で
裁
判
所
の
等
判
権
が
及
ぶ
か
と
い
う
問
題
で
ご
ざ
い
ま
す
。

一
般
的
、
抽
象
的
に
南
関
を
論
じ
る
よ
り
も
、
前
の

先
生
の
ご
報
告
の
中
で
も
取
り
上
げ
ら
れ
、

か
っ
、
会
場
の
先
生
方
も
よ

く
ご
本
知
の
「
藩
泰
寺
事
件
」
を
念
頭
に
撞
い
て
議
論
を
進
め
る
こ
と
と
い
た
し
ま
す
。
た
だ
、
あ
く
ま
で
こ
れ
は
議
論
の
材
料
を

そ
こ
に
求
め
る
と
い
う
こ
と
で
し
て
、
本
日
の
私
の
報
告
は
、
特
に
蓮
議
中
寺
事
件
上
告
審
判
決
に
対
す
る
+
直
接
的
な
批
判
怖
を
目
的
と

し
て
い
る
わ
け
で
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
の
で
、

そ
の
点
、
あ
ら
か
じ
め
お
断
り
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

さ
で
、
次
に
第
二
章
の
「
法
律
上
の
争
訟
の
意
味
」
と
い
う
と
こ
ろ
に
入
ら
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
法
律
上
の
争
訟
性
が
認
め
ら

れ
る
か
ど
う
か
の
纂
準
と
し
て
、
従
来
の
判
例
、
あ
る
い
は
学
説
は
、
訴
訟
物
が
法
律
上
の
権
利
義
務
に
印
刷
、
マ
る
も
の
か
ど
う
か
と

い
う
こ
と
と
、
攻
撃
防
御
方
法
が
法
令
の
適
用
に
適
す
る
も
の
か
ど
う
か
、

と
い
う
こ
つ
の
基
準
を
立
て
て
き
た
よ
う
に
思
い
ま

す。

の
基
準
に
関
し
て

-mし
ま
す
と
、
審
判
を
求
め
ら
れ
て
い
る
訴
訟
物
が
法
律
上
の
権
利
利
義
務
な
い
し
は
そ
れ
と
同
視
さ
れ
る

地
柱
で
あ
る
場
合
に
は
、
裁
判
所
は
、
懇
法
上
保
捧
さ
れ
た
留
氏
の
裁
轄
を
受
け
る
権
利
と
い
う
親
点
か
ら
、
本
案
判
決
を
拒
絶
し

第
で
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
か
と
存
じ
ま
す
。

そ
れ
か
ら
、

一
の
基
準
、

つ
ま
り
攻
撃
跨
御
方
法
が
法
令
の
適
用
に
適
す
る
も
の
か
ど
う
か
と
い
う
纂
準
に
つ
い
て
は
、
次
の

よ
う
な
こ
と
が
言
え
る
の
で
は
な
い
か
と
患
い

当
事
者
か
ら
提
出
さ
れ
て
い
る
訴
訟
ょ
の
攻
撃
防
御
紳
方
法
に
つ
い
て
、
法
令

を
適
用
し
て
判
衝
す
る
た
め
に
は
、
法
令
適
用
の
要
件
と
さ
れ
て
い
る
事
実
を
認
定
し
、
そ
れ
に
つ
い
て
法
令
を
適
用
す
る
こ
と
が

必
要
に
な
る
わ
け
で
す
。
裁
判
判
所
が
事
実
を
認
議
守
る
た
め
に
は
、
当
事
者
が
主
張
す
る
事
実
に
つ
い
て
、
提
出
さ
れ
た
証
拠
に
対
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す
る
証
拠
調
べ
を
実
施
し
、
そ
の
結
果
と
し
て
得
ら
れ
た
証
損
資
料
に
経
験
院
を
適
用
し
て
、

の
存
在
に
つ
い
て
心
誕
を

形
成
す
る
と
い
う
退
程
を
と
る
も
の
と
恩
わ
れ
ま
す
。
事
実
の
存
設
に
つ
い
て
合
理
的
に
騒
い
そ
入
れ
な
い

の

が
形
成
す
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、

そ
の
事
実
の
存
在
が
認
定
さ
れ
ま
す
し
、

そ
の
程
度
の
心
証
に
ま
で
袈
ら
な
け
れ
ば
、

の
原
則
に
従
っ
た
判
断
が
な
さ
れ
る
。
こ
れ
が
民
事
訴
訟
に
お
け
る
事
実
認
定
の
一
般
原
則
だ
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
と
こ
ろ

が
、
宗
教
団
体
の
内
部
紛
争
か
ら
発
す
る
訴
訟
に
つ
い
て
、
こ
の
回
線
副
総
を
適
用
し
た
場
合
に
、
次
の
よ
う
な
問
題
が
生
じ
る
こ
と
に

な
り
ま
す
。

の
地
位
、
す
な
わ
ち
代
表
役
関
円
で
あ
る
と
か
、
あ
る
い
は
明
渡
請
求
権
な
ど
の
法
律
上
の
地
詮
、
あ
る
い
は
権
利
判
の
前
提

問
題
と
し
て
の

の
地
伎
の
取
得
、

欝
し
て
は
、
適
期
す
べ
き
法
規
は
怖
か
と
い
う
こ
と
に
な
る
わ
け
で
す

が
、
中
心
的
な
も
の
と
し
て
辻
、
宗
教
団
体
内
郊
の
規
制
、

い
わ
ゆ
る
諜
規
な
ど
と
時
ば
れ
て
い
る
場
合
が
多
い
か
と
存
じ
ま
す

が
、
そ
う
い
う
も
の
が
法
規
に
な
ろ
う
か
と
思
い
ま
す
。

そ
れ
を
法
規
と
解
し
た
開
題
に
、

た
と
え
ば
「
蓮
華
寺
事
件
」
の
よ
う
に
懲
戒
処
分
の
効
力
が
問
題
に
な
っ
て
い
る
場
合
で
す

と

一
般
的
に
い
え
ば
、
「
有
効
な
懲
戒
処
分
が
存
在
す
る
こ
と
」
と
い
う
の
が
、
要
件
事
実
す
な
わ
ち
議
判
所
が
そ
の
事
実
母
認

定
し
て
法
規
を
適
期
す
べ
き
こ
と
に
な
る
か
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
を
さ
ら
に
も
う
少
し
具
体
的
に
分
解
し
ま
す
と
、
懲
戒
権
者
の
懲

成
機
践
の
存
を
と
か
、
懲
戒
事
由
の
存
在
な
ど
が
要
件
事
実
だ
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
、
処
分
の
効
力
を
主
張
す
る
倒
に
そ
の
立
証

が
求
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

と
こ
ろ
が
、
こ
れ
ら

の
と
し
て
主
議
さ
れ
る
具
体
的
な
事
実
が
、
た
と
え
ば
詰
主
就
任
の
事
実
で
あ

前題提起

る
と
か
、
み
る
い
は
間
体
の
教
義
に
災
し

宗
教
上
の
教
義
に
密
接
に
間
関
連
す
る
事
実
で
あ
る
こ
と
が

多
い
わ
け
で
す
。
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そ
う
な
り
ま
す
と
、
こ
の
輔
の
事
実
に
関
し
て
は
、

そ
の
立
証
の
た
め
の
証
拠
収
集
が
可
能
で
あ
る
か
、
仮
に
可
能
で
あ
る
と
し

て
も
、

そ
の
証
拠
に
つ
い
て
実
嚢
的
な
証
拠
カ
の
評
価
を
し
た
り
、
あ
る
い
は
認
定
さ
れ
る
間
接
事
実
か
ら
主
要
事
実
を
推
認
す
る

際
に
適
用
さ
れ
る
経
験
則
と
い
う
も
の
を
、
裁
判
所
が
発
見
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
ど
う
か
。
さ
ら
に
、

そ
う
い
っ
た
問
問
題
が
あ
っ

て
、
当
該
要
件
事
実
に
関
す
る
事
実
認
定
が
悶
難
、
あ
る
い
誌
不
可
能
で
あ
る
よ
う
な
場
合
に
は
、
先
に
述
べ
た
よ
う

に
付
従
っ
た
判
欝
を
す
べ
き
も
の
な
の
か
。
そ
れ
と
も
団
体
の
自
律
権
な
ど
そ
組
拠
に
し
て
、
後
に
私
自
身
の
考
え
と
し
て
ゆ
し
上
げ

る
よ
う
な
立
証
主
艇
の
変
更
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
か
ど
う
か
と
い
っ
た
問
凶
器
が
あ
り
、
本
日
の
報
告
の
ふ
・
体
は
そ
の
辺
り

い
て
み
た
い
と
存
じ
ま
す
。

の
「
宗
教
上
の
教
義
に
関
す
る
事
項
と
経
験
制
」
に
進
み
ま
し
て
、

そ
の
一
と
し
て
、
事
実
認
定
の
一
般
原
則
的
に

次
に
、
第
一

つ
い
て
説
明
出
申
し
上
げ
ま
す
。
前
に
述
べ
た
と
こ
ろ
と
や
や
重
複
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
が
、
裁
判
官
が
事
実
認
ん
泌
を
行
う
に
擦
し

て
は
、
接
出
さ
れ
た
証
拠
が
証
明
さ
れ
る
べ
き
事
実
と
の
関
係
で
、

ど
の
穏
畿
の
証
明
カ
を
持
っ
て
い
る
か
と
い
う
詳
側
、
あ
る
い

は
証
拠
に
基
づ
い
て
認
定
さ
れ
る
間
接
事
実
か
ら
主
要
事
実
を
推
認
す
る
過
程
の
い
ず
れ
の
場
面
に
お
い
て
も
、
経
験
却
の
適
用
が

不
可
欠
に
な
る
わ
け
で
ご
ざ
い

経
験
則
と
し
て
は

一
般
人
が
常
識
と
し
て
構
え
て
い
る
よ
う
な
も
の
も
あ
り
ま
す
し
、
ま
た
科
学
法
制
の
よ
う
に
、
高
度
に
導

門
的
な
も
の
ま
で
が
含
ま
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

殺
人
が
常
識
と
し
て
鏑
え
て
い
る
程
度
の
経
験
則
前
に
つ
い
て
は
、
裁
判
官
自

偽
情
の
常
識
と
し
て
当
事
者
に
よ
る
立
証
を
待
つ
ま
で
も
な
く
、
経
験
闘
を
発
見
、
適
用
し
て
い
い
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
が
、

度
に
専
門
的
な
経
験
闘
の
よ
う
な
場
合
に
関
し
て
は
、
裁
判
宮
自
身
が
、

ぞ
れ
を
知
識
と
し
て
持
っ
て
い
る
こ
と
は
期
待
で
き
な
い

わ
け
で
し
て
、

た
と
え
ば
鑑
定
と
い
っ
た
証
拠
方
法
を
採
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
経
験
則
を
認
定
し
、

に
適
用
す
る
と
い

う
形
に
な
る
の
が
通
常
で
ご
ぎ
い
ま
す
。
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そ
れ
で
は
、
少
し
一
般
的
な
お
諮
を
い
た
し
ま
し
た
が
、
本
題
に
繰
り
ま
し
て
、
宗
教
団
体
の
構
成
員
の
特
定
の
議
動
あ
る
い
は

行
動
が
、
当
該
団
体
の
教
義
に
長
す
る
か
ど
う
か
と
い
っ

あ
る
い
は
先
ほ
ど
申
し
ま
し
た
法
主
就
在
の
前
提
事
実
た
る
鼠

娠
相
相
承
と
い
う
よ
う
な
事
実
を
判
断
す
る
前
提
と
し
て
、

た
と
え
ば
当
該
語
体
の
教
義
が
い
か
な
る
内
容
の
も
の
で
あ
る
か
、
あ
る

い
は
宗
教
上
の
懇
伝
で
あ
る
血
脈
相
承
の
内
様
、
形
式
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
特
別
な
経
験
射
と
し

て
、
鑑
乏
を
利
用
し
て
事
実
認
這
そ
す
る
と
い
っ
た
こ
と
は
可
能
で
あ
り
ま
し
ょ
う
か
。
私
は
そ
れ
は
や
は
り
不
可
能
で
あ
る
と
考

え
ま
す
。
そ
の
理
由
は
、
以
下
の
よ
う
な
こ
と
に
な
り
ま
す
。

そ
れ
は
、
一

の
♂
一
小
給
料
上
の
教
義
と
経
験
則
的
」
に
入
る
こ
と
に
な
り
ま
す
が
、
科
学
上
の
専
門
法
制
問
な
ど
の
例
に
見
ら
れ
ま
す
よ

う
に
、
鑑
定
方
法
に
よ
っ
て
、
特
別
の
経
験
削
を
貌
判
官
の
知
晃
と
し
て
繍
充
す
る
場
合
で
も
、
そ
の
経
験
則
を
諮
問
す
る
か
ど
う

か
の
最
終
的
な
判
艇
は
裁
判
官
の
判
断
に
委
ね
ら
れ
て
お
り
ま
す
務
た
と
え
ば
同
一
事
象
に
つ
い
て
適
用
さ
れ
う
る
相
対
立
す
る

つ
の
経
験
劉
の
存
在
が
鑑
主
人
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
場
合
に
、

そ
の
い

T
れ
が
妥
当
な
も
の
で
あ
る
か

裁
判
官
と
し
て
は
、

を
議
終
的
に
は
自
己
の
策
担
で
判
獣
す
る
権
限
と
資
任
を
負
っ
て
い
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
科
学
的
経
験
射
に
つ
い
て
辻
、

た
と
え

そ
れ
が
い
か
に
特
別
な
も
の
で
あ
っ
て
も
、

裁
判
官
が
そ
の
妥
当
性
に
つ
い
て
右
の
責
任
と
権
限
を
果
た
し
得
る
と
い
う
前
提
が
あ

る
と
私
は
思
い
ま
す
。

そ
れ
で
は
、
宗
教
上
の
教
義
に
関
す
る
事
実
の
場
合
同
同
ど
う
で
し
ょ
う
か
。
こ
の
場
合
に
仮
に
離
定
な
ど
の
方
法
に
よ
っ
て
、
カ

該
団
体
の
教
義
な
ど
に
関
す
る
事
壌
を
特
別
の
経
験
則
と
し
て
補
充
を
す
る
と
い
う
こ
と
そ
考
え
て
み
ま
し
て
も
、

そ
的
場
合
の
経

験
期
は
、
当
該
宗
教
間
体
に
お
け
る
信
部
と
結
び
付
い
て
い
る
も
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、

た
と
え
盤
定
な
ど
の
万
法
に

問題主義造語

よ
っ
て
裁
判
官
が
、
特
別
の
経
験
則
の
存
在
を
知
り
得
た
と
し
て
も
、
裁
判
官
が
そ
の
妥
当
性
に
つ
い
て
、
最
終
的
に
自
分
自
身
の

棲
隈
と
責
任
で
判
断
す
る
た
め
に
は
、
経
験
制
の
前
提
に
な
っ
て
い
る
信
仰
を
理
解
し
、
そ
の
信
仰
の
中
に
自
分
自
身
が
没
入
す
る
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必
要
が
あ
り
、

そ
れ
が
な
け
れ
ば
そ
の
妥
当
性
に
つ
い
て
科
断
が
で
き
な
い
こ
と
に
な
り
ま
す
α

し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
こ
と
は
裁
判
官
舗
人
の
信
教
の
自
由
に
も
皮
す
る
こ
と
に
も
な
り
ま
す
し
、
ま
た
裁
判
の
名
に
よ
っ
て
挺

家
が
宗
教
に
介
入
を
す
る
結
巣
に
も
な
る
で
し
ょ
う
。
し
た
が
っ
て
、

た
と
え
鑑
定
な
ど
の
玄
法
ぞ
と
る
に
し
て
も
、
裁
判
官
が
あ

る
宗
教
団
体
内
部
の
教
義
に
関
す
る
経
験
則
な
ど
を
探
知
市
し
て
、
教
義
に
関
す
る
具
体
的
な
事
実
を
認
窓
す
る
こ
と
は
不
可
能
と
詩

わ
ざ
る
を
得
ま
せ
ん
。

そ
の
辺
り
は
、
説
明
の
仕
方
を
ど
う
ム
マ
る
か
は
お
に
し
て
、
あ
ま
り
異
論
は
な
い
と
こ
ろ
だ
と
思
い

こ
の
よ
う
に
考
え
ま

す
と
、
適
用
を
主
張
さ
れ
て
い
る
法
規
の
要
祥
事
実
が
、
宗
教
上
の
教
義
に
か
か
る
と
き
は
、
裁
判
所
は
証
拠
と
経
験
闘
に
基
づ
い

て
そ
の
認
定
を
行
う
こ
と
は
不
可
能
に
な
り
ま
す
。
そ
的
先
で
考
え
方
が
分
か
れ
て
く
る
わ
け
で
す
。

そ
の
場
合
の
処
療
と

し
て
、
「
桜
島
文
詑
羅
判
決
」
や
「
蓮
華
寺
上
告
審
判
決
」
の
よ
う
に
、
法
律
上
の
争
訟
鷺
を
背
蓮
し
て
、
訴
、
ぇ
却
下
吟
訴
訟
判
決
を

行
う
か
、

そ
れ
と
も
当
該
要
件
事
実
に
つ
い
て
の
立
証
資
控
が
果
た
さ
れ
な
か
っ
た
も
の
と
し
て
、

の
存
在
を
否
定
し
、
本
・
案

判
決
を
行
う
か
の
選
択
が
あ
る
わ
け
で
す
。
後
者
は
、
「
板
憂
詑
羅
判
決
」
に
お
け
る
寺
閉
経
判
官
の
少
数
意
見
と
か
、
最
近
で
は
、

後
に
紹
介
い
た
し
ま
す
、
大
阪
大
学
の
中
野
貞
一
郎
博
士
の
発
表
さ
れ
た
論
文
な
ど
に
現
れ
て
い
る
考
え
方
で
す
。

し
か
し
、
本
8
の
午
前
中
の
両
先
生
の
ご
報
告
に
も
ご
ざ
い
ま
し
た
が
、

い
ず
れ
の
考
え
方
に
よ
っ
て
も
、
紛
争
の
解
決
が
も
た

ら
さ
れ
ず
、

か
え
っ
て
自
力
救
済
の
匙
換
な
ど
の
紛
争
の
散
化
が
予
想
さ
れ
る
と
す
れ
ば
、
第
一
一
一
の
考
え
方
の
可
能
性
を
探
る
必
要

が
あ
る
か
と
存
じ
ま
す
。

第
三
の
考
え
方
と
し
ま
し
て
は
、
私
の
理
解
す
る
と
こ
ろ
で

一
つ
の
考
え
方
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。
そ
の
一
つ
が
、
目
次
の
第
四

あ
り
ま
す
、
「
間
接
事
実
か
ら
の
推
認
」
と
い
う
考
え
方
で
す
。
議
説
中
寺
事
件
、
あ
る
い
は
関
種
の
一
迭
の
事
件
を
見
ま
す
と
、

あ
る
宗
教
期
体
め
内
部
で
懲
戒
処
分
が
な
さ
れ
、

の
法
律
効
果
、
た
と
え
ば
寺
院
に
つ
い
て
の
占

そ
の
処
分
を
前
捷
と
し
て
、
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有
権
原
の
残
失
が
主
張
さ
れ
る
場
合
に
、

照
明
渡
し
な
ど
そ
求
め
る
麗
告
が
、

い
か
な
る
事
実
に
つ
い
て
京
証
資
任
を
負
う
か
に
鵠
し

条
が
保
障
す
る
間
体
自
律
権
を
程
拠
と
し
て
、
態
戒
処

分
が
事
実
と
し
て
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
さ
え
、
岡
原
告
が
主
張
立
証
し
ま
寸
と
、
処
分
権
問
削
の
不
存
在
と
か
、
あ
る
い
は
処
分
事
陶

て
は
、
多
少
考
え
方
の
組
制
連
が
見
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。
憲
法
ニ

の
不
存
在
な
ど
辻
、
処
分
の
無
効
率
腐
と
し
て
被
告
側
で
主
張
立
援
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
立
場
も
ご
ざ
い

そ
の
趣
旨
の
下

級
審
判
例
も
あ
り
ま
す
し
、

ま
た
そ
れ
ぞ
・
支
持
す
る
論
者
も
あ
る
よ
う
で
す
む

こ
れ
に
対
し
て
、
た
と
え
ば
議
戦
中
浮
の
第
一
審
の
裁
判
所
な
ど
の
考
え
方
は
、
法
律
上
の
権
科

の
前
提
と
な
っ
て
い
る
な

上
、
懲
戒
処
分
の
効
力
を
主
援
す
る
側
が
、
処
分
権
擦
が
あ
っ
た
こ
と
、
あ
る
い
は
経
分
事
前
が
存
在
し
た
こ
と
な
ど
に
つ
い
て
、

立
託
業
径
を
負
う
と
い
う

般
原
制
約
に
従
う
べ
き
だ
と
言
っ
て
い
る
よ
う
に
思
い
ま
す
し
、
ま
た
私
の
理
解
す
る
と
こ
ろ
で
は
、

う
い
う
考
え
方
が
大
多
数
の
下
級
審
判
例
の
考
え
方
で
は
な
か
ろ
う
か
と
思
い
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
考
え
方
、

つ
ま
り
懲
成
処
分
の
効
力
を
主
張
す
る
側
が
、
処
分
権
限
や
処
分
事
由
の
存
夜
な
ど
に
つ
い
て
、

か
っ
、
争
点
が
宗
教
上
の
教
義
に
か
か
る
場
合
で
も
、
な
お
史
献
資
任

証
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
い
う
考
え
方
を
前
提
に
し
て
、

が
果
た
さ
れ
た
と
し
て
、
処
分
の
高
効
性
を
認
め
る
可
能
性
が
あ
る
の
か
を
考
え
て
み
た
い
と
患
い
ま
す
。

建
議
中
守
事
件
第
一
審
判
決
は
、
す
で
に
ご
承
知
の
よ
う
に

い
ま
取
し
ま
し
た
よ
う
な
立
証
資
任
の
基
本
的
な
考
え
方
に
立
ち
な

が
ら
も
、
な
お
楚
分
権
畿
の
立
証
が
さ
れ
た
も
の
と
し
て
取
り
扱
っ
て
お
り
ま
す
。
第

議
判
決
で
は
、
処
分
権
限
取
得
の
義
援
事

し
て
の
血
脈
相
本
は
、
宗
教
上
の
教
義
に
か
か
わ
る
も
の
で
あ
る
と
し
つ
つ
も
、
次
期
法
主
の

し
て
の
血
脈
料
品
ホ

は
、
宗
教
上
の
儀
式
と
し
て
の
社
会
的
事
実
と
し
て
の
鱒
函
を
有
す
る
と
い
た
し
ま
す
。
「
血
娠
相
倫
小
の
内
容
お
よ
び
方
法
は
、
宗

事毒緩後童話

教
上
の
線
機
で
あ
っ
て
、
証
拠
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
し
な
が
ら
も
、
先
ほ
ど
ご
紹
介
が
あ
り
ま
し
た
よ

?、

フ
ふ
れ
ゆ

い
く
つ
か
の
賄
側
接
事
実
に
基
づ
い
て
良
線
抑
制
承
の
儀
式
が
行
わ
れ
た
こ
と
が
推
認
さ
れ
得
る
と
し
て
さ
れ
て
い
ま
す
。

そ
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」
の
第

審
の
考
え
方
を
支
持
す
る
論
者
と
し
て
は
、
た
と
え
ば
蓮
華
寺
上
告
審
判
決
に
つ
い
て
、
性
下
守
夫
教
授
が
、
民
商
法

雑
誌
の
一

O
一

一
O
五
棄
に
判
例
批
評
を
書
か
れ
て
お
り
ま
す
。
ま
た
、
同
教
授
は
、
書
記
官
研
修
所
報
の
三
六
口
す
の

に
問
問
様
内
容
の
論
文
告
発
表
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
竹
ド
教
授
の
考
え
方
は
、
第
一
審
判
決
の
説
く
と
こ
ろ
を
理
論
的
に
整
理
を
し

て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
わ
け
で
ご
ざ
い

す
な
わ
ち
、
血
脈
相
承
と
い
う
の
は
、
宗
教
上
の
秘
倍
、

秘
儀
で
あ
る
か

ら
、
こ
れ
を
叢
接
証
拠
に
よ
っ
て
紙
朝
す
る
こ
と
は
不
可
能
な
い
し
囲
難
で
あ
る
。
し
か
し
、

そ
の
こ
と
は
こ
の
行
為
が
民
事
訴
訟

手
続
に
お
い
て
証
明
の
対
象
と
な
る
こ
と
自
体
を
否
定
す
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
前
法
主
の
遷
化
当
時
の
状
況
と
か
、
あ
る
い
は

ム
鳳
紙
朝
承
を
受
け
た
と
称
す
る
者
が
、
団
体
内
部
で
有
す
る
信
習
の
種
変
、
あ
る
い
は
対
立
候
補
の
存
否
、
凪
挺
相
承
が
争
わ
れ
る

っ
た
動
機
な
ど
際
按
挙
実
の
証
明
が
な
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
立
証
主
題
た
る
滋
緩
和
承
の
事
実
に
つ
い
て
、
裁
判
所
が
心

設
を
得
る
こ
と
が
可
能
だ
と
い
う
整
理
を
さ
れ
て
お
り
、
ご
畠
身
の
主
穏
と
も
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
す
。

血
賑
報
承
の
よ
う
に
、
本
来
的
に
京
教
上
の
教
義
に
か
か
わ
る
事
実
に
つ
い

ぞ
れ
が
法
律
上
の
権
制
義
務
の
要
杵
事
実
と
も

な
っ
て
い
る
場
合
、
そ
の
事
実
の
社
会
的
側
磁
を
提
え
て
、
社
会
的
、

藍
史
的
問
機
事
実
の
積
み
重
ね
に
よ
っ
て
証
明
を
可
能
に
す

る
と
い
う
考
え
方
に
説
得
力
が
あ
る
こ
と
は
恋
定
で
き
な
い
と
こ
ろ
か
と
思
い
ま
す
。
民
事
訴
訟
に
お
い
て
は
、
立
証
主
題
た
る
事

実
の
証
明
度
に
つ
い
て
は

の
責
任
を
負
っ
て
い
る
裁
判
官
が
、
そ
の
事
実
の
存
夜
に
つ
い
て
、
会
環
的
に
疑
い
を
入
れ

な
い
程
変
の
心
証
を
得
る
こ
と
が
要
求
さ
れ
る
と
言
わ
れ
て
お
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
布
に
述
べ
た
よ
う
な
湾
接
事
実
の
讃
み
議
ね
に

よ
っ
て
、
こ
の
程
度
の
心
証
に
達
す
れ
ば
、
宗
教
土
の
教
義
に
か
か
る
行
為
で
あ
っ
て
も
、

そ
の
社
会
的
挙
実
と
し
て
の
機
繭
に
つ

い
て
は
、
証
明
さ
れ
た
も
の
と
し
て
取
り
扱
う
こ
と
が
で
き
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
す
。

川
闘
で
は
、
処
分
権
隈
の
取
得
に
つ
い
て
、
本
来
の
立
証
主
題
た
る
京
教
上
の
地
位
の
取
得
の
立
証
を
要
求
し
、
他
面
で
そ
の
立

証
方
法
と
し
て
は
、
当
該
地
投
の
取
繕
が
団
体
内
部
で
ゑ
認
を
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
示
す
諸
事
実
を
関
接
事
実
と
す
る
立
詮
方
法
を
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認
め
る
。
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
宗
教
上
の
教
義
に
鵠
ず
る
事
項
に
つ
い
て
の
事
実
認
定
の
極
難
組
、
あ
る
い
は
不
可
能
性
を
回
避

し
、
ま
た
結
果
的
に
は
間
体
内
部
で
車
販
相
承
等
が
ゑ
認
を
さ
れ
て
い
る
と
い
、
フ
、
間
接
事
実
を
露
定
の
基
準
と
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
間
体
の
自
律
権
を
尊
重
す
る
と
い
う
考
え
方
は
、
立
証
書
只
結
の

般
国
挺
と
宗
教
岡
山
体
の
自
律
権
を
調
和
さ
せ
る
も
の
と
し
て

巧
妙
な
解
決
策
と
設
え
‘
ま
し
ょ
う
。

し
か
し
、
ぞ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
私
は
こ
の
考
、
ぇ
方
に
対
し
て
全
面
的
に
質
成
を
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
ぞ
れ
が
一
二
の

「
立
証
主
鱒
は
何
か
」
の
説
明
で
す
。
た
と
え
ば
、
こ
の
お
山
に
つ
い
て
は
、
先
ほ
ど
申
し
上
げ
ま
し
た
大
阪
大
学
の
中
野
貞
一
郎
博

士
が
、
最
近
の
論
文

い
て
お
ら
れ
ま
す
。
中
野
捧
土
は
、
昨
年
藩
薬
品
守
の
第
一
審
判
決
に
つ
い
て
『
判
例
タ
イ
ム
ズ
』
の
七

O

鶴
慨
す
七
六
頁
に
「
判
例
批
評
」
と
い
う
形
で
見
解
を
示
さ
れ
る
と
同
時
に
、

つ
い
最
近
J
民
高
法
雑
誌
』

一
巻
一
号
に
論
文
を

警
か
れ
、
重
ね
て
ど
自
身
の
見
解
を
表
明
さ
れ
て
お
り
ま
す
が
、
そ
の
論
文
の
中
で
次
の
よ
う
な
点
令
指
摘
さ
れ
て
お
ら
れ
ま
す
。

そ
れ
は
護
媛
に
は

い
ま
ご
紹
介
い
た
し
ま
し
た
「
議
泰
寺
事
件
」
第

審
判
決
や
、
竹
下
教
授
の
考
え
方
に
対
す
る
批
判
と
し
て

一
首
わ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
が
、
教
義
に
立
ち
入
る
こ
と
な
く
、
一
審
開
、
判
艇
で
き
る
事
実
的
側
面
だ
け
の
認
定
安
も
っ
て
、
処
分

翁
側
が
純
宗
教
的
な
秘
技
、

て
い
る
血
脈
絡
永
と
い
う
事
実
が
認
内
応
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
か
ど
う
か
疑
際
で
あ

秘
犠
と
し

る
。
ま
た
そ
の
議
定
行
為
の
事
実
的
側
面
に
は
、
選
実
に
つ
い
て
の
規
制
地
、

た
と
え
ば
鵠
体
内
部
の
宗
規
な
ど
の
適
用
が
あ
る
の
か

ど
う
か
と
い
う
問
題
を
指
議
さ
れ
て
お
ら
れ
ま
す
。

リ
恥

+4F
、

1
l
 こ
の
点
は
核
心
を
突
い
た
批
判
で
は
な
い
か
と
患
い
ま
す
。
織
か
に
民
事
訴
訟
に
お
い
て
は
、
あ
る
纂
件
事
実
に
つ
い

て
、
直
接
証
拠
に
よ
る
証
明
が
国
間
難
な
場
合
に
、
そ
れ
に
弐
え
て
い
く
つ
か
の
爵
接
事
実
を
説
明
し
、

そ
れ
に
経
験
則
を
適
用
す
る

間最重機童話

の
推
認
を
行
う
と
い
う
証
明
の
方
法
が
用
い
ら
れ
る
こ
と
自
体
は
問
題
が
な
い
し
、

む
し
ろ
立
抵
の

こ
と
に
よ
っ
て

体
的
な
場
面
で
は
そ
う
い
う
形
で
の
立
説
の
方
法
が
多
用
さ
れ
ま
す
。
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シンポジウム 宗教団体の内線紛争と話H査機

そ
の
こ
と
を
念
頭
に
遣
さ
ま
す
と
、
血
脈
相
承
と
い
う
要
件
事
実
を
団
体
内
部
に
お
い
て
そ
れ
が
ゑ
認
さ
れ
て
い
る
な
ど
の
鵠
接

事
実
か
ら
、
推
認
す
る
こ
と
も
合
理
的
で
あ
る
よ
う
に
克
え
ま
す
。

し
か
し
、
も
う
一
度
原
点
に
擦
っ
て
考
え
ま
す
と
、

た
と
え
間
間
接
事
実
に
基
づ
く
証
明
の
場
合
で
も
、
立
証
主
題
た
る
事
実
の
内

容
は
、
裁
判
官
に
明
確
に
な
っ
て
い
な
け
れ
ば
い
ま
せ
ん
。
過
失
の
具
体
的
な
内
容
で
あ
る
行
為
の
注
意
義
務
違
反
と
か
、
悶
巣
組
問

様
の
内
容
で
あ
る
原
則
問
事
実
と
結
果
事
実
と
の
欝
係
に
つ
い
て
、
ぞ
れ
が
何
を
意
味
す
る
の
か
と
い
う
こ
と
が
、
裁
判
官
に
と
っ
て

あ
ら
か
じ
め
明
織
に
な
っ
て
い
る
わ
け
で
し
て

し
た
が
っ
て

い
く
つ
か
の
態
様
事
実
が
証
明
さ
れ
た
段
階
で
経
験
則
の
適
用
に

よ
っ
て
、
過
失
や
罷
果
関
保
な
ど
の
事
実
が
説
明
さ
れ
た
か
ど
う
か
に
つ
い
て
、
裁
判
官
が
心
証
を
形
成
し
得
る
と
い
う
こ
と
に
な

り
ま
す
。

張
に
裁
判
官
が
、
過
失
や
因
果
開
関
係
な
ど
の
事
実
が
、
具
体
的
に
い
か
な
る
事
実
合
意
味
す
る
の
か
を
礎
解
し
て
い
な
い
と
す
れ

iま

い
か
に
簡
按
事
実
が
立
証
さ
れ
た
と
し
て
も
、
そ
の
逸
失
や
思
果
関
係
に
つ
い
て
、
裁
判
伎
が
心
一
誌
が
形
成
す
る
こ
と
は
あ
り

得
な
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

と
こ
ろ
が
、

血
脈
相
承
の
よ
う
な
宗
教
上
の
教
義
に
か
か
わ
る
行
為
そ
の
も
の
が
、
立
証
主
細
胞
と
な
っ
て
い
る
場
合
に
は
、

事
曹
が
異
な
り
ま
す
。
立
証
主
題
た
る
血
脈
棺
承
が
い
か
な
る
も
の
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
は
、
宗
教
上
の
秘
儀
、

秘
伝
に
織
す
る

と
さ
れ
、
そ
の
内
容
は
当
事
者
か
ら
主
張
も
さ
れ
て
い
な
い
わ
け
で
す
。
し
た
が
っ
て
、
裁
判
官
と
し
て
は
、
肝
心
の
立
証
主
題
た

る
血
麗
報
承
行
為
が
い
か
な
る
内
容
の
も
の
で
あ
る
か
を
認
識
し
得
な
い
わ
け
で
す
の
で
、

い
か
に
鵠
接
事
実
が
積
み
議
ね
ら
れ
た

と
し
て
も
、

血
脈
組
側
ゑ
そ
の
も
の
が
立
議
議
題
で
あ
る
と
し
ま
す
と
、

ぞ
れ
に
つ
い
て
心
証
を
彰
成
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
‘
あ
ろ

ぅ
、
と
私
は
患
い
ま
す
。
議
泰
寺
上
告
審
判
決
以
降
、
昨
年
あ
る
い
は
本
年
に
入
っ
て
い
く
つ
か
の
下
綾
審
判
決
が
、
持
様
に
「
訴

え
を
却
下
す
る
」
と
い
う
結
論
を
出
し
て
お
り
ま
す
が

の
判
決
は
そ
の
よ
う
な
考
え
方
に
基
づ
い
て
い
る
よ
う
に
患
い
ま
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す。
も
っ
と
も
蓮
華
寺
の
第
一
審
判
決
と
か
、
あ
る
い
は
こ
れ
を
支
持
す
る
学
説
の
意
閉
す
る
と
こ
ろ
は
、
宗
教
的
教
義
に
か
か
わ
る

行
為
と
し
て
の
血
脈
相
承
自
体
で
は
な
く
、
血
脈
絹
綿
糸
の
社
会
的
事
実
と
し
て
の
繍
面
、
す
な
わ
ち
法
、
玉
の
選
定
行
為
が
立
証
主
題

に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
間
間
接
事
実
に
よ
っ
て
そ
の
側
面
の
推
認
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

言
い
換
え
れ
ば
、
蓮
華
寺
の
事
件
で
申
し
ま
す
と
、
鑓
体
内
に
お
い
て
璃
法
主
に
よ
っ
て
、

血
厳
粕
承
と
認
め
ら
れ
る
選
議
行
為

が
な
さ
れ
た
か
否
か
が
立
証
主
題
で
あ
っ
て
、
こ
れ
は
血
様
相
承
の
取
り
扱
い
に
関
す
る
関
体
内
部
に
お
け
る
間
後
事
実
に
基
づ
い

て
推
認
が
で
冬
る
、

と
い
う
も
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
関
越
は
、
適
用
刑
法
規
で
あ
る
宗
規
の
解
釈
に
か
か
る
と
こ
ろ
も
多
い
わ
け
で

す
が
、
宗
教
上
の
地
位
取
得
の
要
件
事
実
た
る
選
議
行
為
と
し
て
は
、
や
は
り
血
娠
輯
承
と
い
う
一
つ
の
宗
教
的
行
為
し
か
存
在
し

な
い
で
、
こ
れ
と
並
ん
で
宗
教
的
儀
式
と
し
て
の
血
脈
紹
象
だ
と
か
、
社
会
的
、
歴
史
的
事
実
と
し
て
の
血
娠
相
承
が
存
夜
す
る
わ

け
で
は
な
い
よ
う
に
患
い

第
一
審
判
決
や
、
そ
れ
を
支
持
す
る
論
者
が
主
張
さ
れ
る
血
脈
相
承
の
社
会
的
事
実
と
し
て
の
側

両
は
、
結
局
突
悉
詰
め
ま
す
と
、
選
案
行
為
と
し
て
の
血
脈
結
晶
小
そ
の
も
の
で
は
な
く
て
、
そ
の
存
在
が
岡
山
体
内
に
お
い
て
糸
認
容

れ
て
い
る
と
い
う
事
実
を
意
味
す
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

そ
の
よ
う
に
考
え
ま
す
と
、
車
販
相
象
を
推
認
さ
せ
る
と
す
る
い
く
つ
か
の
関
按
事
実
は
、
結
局
選
定
行
為
と
し
て
の
血
脈
相
糸

の
事
実
そ
の
も
の
を
推
認
さ
せ
る
の
で
は
な
く
て
、
凪
紙
拙
和
歌
の
事
実
が
広
く
凶
間
体
内
部
で
承
認
さ
れ
て
い
る
と
い
う
事
実
を
推
認

る
事
実
と
一
言
わ
ぢ
る
を
得
な
い
と
私
は
考
え
て
お
り
ま
す
。

私
辻
、
宗
教
上
の
地
位
取
警
の
前
提
事
実
た
る
出
品
脈
相
象
そ
の
も
の
を
立
証
主
題
と
し
、
間
殺
事
実
に
基
づ
い
て
そ
れ
を
推
認
を

問是認m起

す
る
と
い
う
こ
と
は
、
や
は
り
立
証
の
構
造
上
で
は
無
理
が
あ
り
、
こ
れ
が
蓮
華
寺
上
告
議
判
決
な
ど
も
、
そ
う
い
う
考
え
方
を
と

ら
な
か
っ
た
湾
出
で
は
な
か
ろ
う
か
と
思
い
ま
す
。
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こ
の
よ
う
に
考
え
ま
す
と
、
血
脈
柏
象
と
い
う
事
実
が
、
団
体
内
部
で
広
く
承
認
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
、
言
い
換
え
れ
ば
鼠

脈
椙
承
の
事
実
の
存
在
に
つ
い
て
団
体
内
部
で
自
律
的
決
定
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
そ
れ
が
立
証
主
題
と
な
っ
て
い
て
、
ぞ
れ
を

間
接
事
実
に
慕
づ
い
て
推
認
を
す
る
と
い
う
考
え
方
に
行
き
着
か
ざ
る
を
得
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
問
題
は
、

そ
、
つ
い

う
考
え
方
が
詐
さ
れ
る
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

次
に
、
第
五
章
の
「
冨
体
の
自
律
機
と
立
証
上
京
脳
織
の
変
更
」
に
入
り
た
い
と
思
い
ま
す
。
従
来
か
ら
こ
の

の
訴
訟
に
つ
い
て

は
、
京
教
団
体
の
自
律
権
を
尊
重
す
べ
き
こ
と
が
主
張
さ
れ
、
私
自
身
も
そ
の
よ
う
な
指
識
を
し
た
こ
と
が
ご
ざ
い
ま
す
。
実
定
法

。
条
、
あ
る
い
は
宗
教
法
人
法
八
五
条
な
ど
が
承
げ
ら
れ
て
お
り
ま
す
。
こ
の
宗
教
団
体
の
自
体
権

が
存
在
す
る
、
あ
る
い
は
実
定
法
上
、
ぞ
れ
が
尊
重
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
自
体
は
異
論
の
な
い
と
こ
ろ
だ
と
思
い
ま
す
が
、
問

の
揖
拠
と
し
て
は
、
憲
法
一

揺
は
そ
れ
が
訴
訟
法
上
、

ど
う
い
う
意
味
を
、

あ
る
い
は
ど
う
い
う
効
果
を
持
つ
も
の
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
に
な
る
か
と
思
い
ま

す
私
は
、
端
的
に
申
し
ま
す
と
、
家
教
団
体
が
持
つ
自
律
権
が
持
つ
訴
訟
法
上
の
意
味
は
、
立
誌
主
題
の
変
鹿
で
は
な
い
か
と
考
え

る
次
第
で
ご
ざ
い
ま
す
。
先
に
述
べ
ま
し
た
よ
う
に
、
あ
る
法
律
要
件
事
実
に
つ
い
て
、
裁
判
が
所
が
経
験
則
を
働
聞
か
せ
得
な
い
と
い

う
樫
自
に
基
づ
い
て
事
実
認
定
が
不
可
能
で
あ
る
場
合
に
、
通
常
で
あ
れ
ば
、
そ
の
事
実
は
立
証
資
任
を
負
う
者
の
不
利
に
、
す
な

わ
ち
そ
の
事
実
が
存
在
し
な
か
っ
た
も
の
と
し
て
、
法
規
の
適
鴎
が
否
{
忘
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
し
か
し
、
仮
に
当
該
事
実
の

存
杏
に
つ
い
て
の
判
判
断
が
、
宗
教
団
体
の
自
律
椎
に
属
す
る
と
さ
れ
る
場
合
に
は
、
当
事
者
は
、
当
該
事
案
内
問
体
の
立
証
に
代
、
ぇ

て
、
当
該
事
実
に
つ
い
て
の
団
体
の
判
断
内
容
を
立
証
守
る
こ
と
が
許
さ
れ
、
裁
判
所
は
そ
の
立
証
を
も
っ
て
、
本
来
の
要
件
事
実

の
立
証
が
な
さ
れ
た
も
の
と
肉
じ
く
取
り
扱
う
こ
と
が
許
さ
れ
る
の
で
誌
な
い
で
し
ょ
う
か
ο

従
来
の
議
論
の
中
で
、
自
律
擦
を
主
張
す
る
論
者
と
、
こ
れ
を
制
限
的
に
解
す
る
論
者
と
の
簡
で
議
論
の
食
い
違
い
が
起
こ
り
が
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ち
だ
っ
た
の
は
、
こ
の
点
を
正
確
に
詑
搬
し
て
い
な
か
っ
た
た
め
で
は
な
い
か
と
私
は
患
い
ま
す
。

た
と
え
ば
、
自
律
機
会
強
調
さ
れ
る
論
者
は
、
宗
教
上
の
地
位
に
擬
す
る
処
分
の
有
効
性
が
訴
訟
上
の
争
点
に
な
っ
た
場
合
に
つ

い
て
、
処
分
の
有
効
性
を
主
張
す
る
側
は
、
処
分
権
限
の
存
在
、
あ
る
い
は
処
分
事
由
の
存
在
な
ど
の
饗
件
事
実
を
主
張
立
証
す
る

必
饗
は
な
い
。
こ
れ
ら

つ
い
て
密
体
が
自
律
的
決
定
を
な
し
た
事
実
だ
け
を
主
強
立
証
す
れ
ば
よ
い
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

そ
れ
に
対
し
て
、
先
ほ
ど
ご
招
介
し
た
中
野
博
士
な
ど
の
食
場
で
は
、

開
明
渡
請
求
擦
な
ど
の
階
産
上
の
請
求
権
を
宗
教
留
体
が
主

張
す
る
よ
う
な
場
合
に
は
、
発
生
根
裂
と
な
る
宗
教
団
体
の
内
部
規
範
な
ど
を
法
規
範
と
し
て
拠
え
、

そ
こ
に
規
定
さ
れ
て
い
る
要

件
事
実
、
た
と
え
ば
処
分
権
擦
の
存
在
と
か
、
制
定
分
事
・
闘
の
存
夜
な
ど
を
主
張
立
一
殺
さ
せ
る
こ
と
が
必
獲
で
あ
っ
て
、
そ
れ
に
つ
い

て
立
証
資
怨
を
果
た
さ
な
け
れ
ば
、
そ
の
結
果
た
る
判
決
を
す
べ
き
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
す
な
わ
ち
、
中
野
博
士

な
ど
の
立
場
で
す
と
、
る
く
ま
で
も
立
証
や
ま
題
は
処
分
権
限
の
存
在
や
、
制
定
分
事
自
の
存
在
と
い
う
、
本
来
の
要
件
事
実
で
あ
る

と
誌
、
え
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
?
。

そ
れ
に
対
し
て
、
自
律
権
を
強
調
寸
る
側
の
立
場
は

の
も
の
が
本
来
の
要
件
事
実
か
ら
、
そ
の
事
実
に
関
す
る
問

体
の
自
律
的
決
案
へ
と
変
更
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
私
と
同
様
の
揃
識
を
、
最
近
、
東
京
大
学
の

高
橋
宏
五
教
授
が
、
よ
然
教
団
体
内
部
の
懲
戒
処
分
と
裁
判
所
の
議
判
権
」
と
い
う
論
文
を
『
司
法
判
例
リ
マ

i
ク
ス
』
の
…

。
三
貰
に
発
表
さ
れ
て
お
り
ま
す
。

そ
う
い
う
意
味
で
ま
証
主
題
の
変
更
が
あ
る
わ
け
で
す
が
、
問
閣
は
こ
の
よ
う
な
立
説
主
題
の
変
更
が
現
行
法
上
、

正
当
化
さ
れ

間緩提起

法
律
ゐ上
め
披
尽

な
ど

法
律

長主
別(/)

妥挙
疋以
が nh

Zえ
す
ヲ 立

議華
メλ ニI二
jpl 鰯
ztは

は謹
そ担

適の
用

変司の

iznj 
ヨ午時

と
さ
ム L
Z て
温?の
V 要

き全
れ 宇

実
て 円

い 2
ま
L つ
。て

る
か
ど
う
か
と
い
、
7
こ
と
に
な
り
ま
す
。

決
議
さ
れ
、

法
律
上
の
権
奪
に
つ
い
て
は
、
も
ち
ろ
ん
い
く
つ
か
の
鈎
が
あ
る
わ
け
で
す
が
、
民
法
一
八
六
条
二
壌
は
、
占
有
の
継
続
と
い
う
本
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市
水
の
立
証
主
題
に
変
え
て
、
占
有
の
開
始
の
持
点
と
最
後
の
時
点
で
の
お
有
の
事
実
を
主
張
立
証
す
れ
ば
、
上
ロ
有
の
継
続
と
い
う
事

実
の
立
廷
が
あ
っ
た
も
の
と
し
て
扱
う
と
し
て
お
り
ま
す
。
で
す
か
ら
、
法
律
上
の
推
志
規
定
が
あ
る
よ
う
な
場
合
に
は
、
そ
う
い

う
意
味
で
・
立
証
主
題
の
変
更
が
許
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

さ
て
、
こ
こ
で
議
論
し
て
い
る
場
合
に
つ
き
ま
し
て
は
、
そ
の
よ
う
な
法
律
上
の
推
定
規
定
が
な
い
わ
け
で
す
が
、
そ
れ
に
も
か

か
わ
ら
ず
立
証
主
題
の
変
更
を
認
め
る
と
い
う
こ
と
が
正
・
当
化
で
き
る
か
ど
う
か
が
ポ
イ
ン
ト
に
な
り
ま
す
。

割
払
は
こ
の
場
合
、
憲
法
な
ど
の
実
窓
法
に
お
い
て
保
証
さ
れ
て
い
る
信
教
の
自
由
、
あ
る
い
は
結
社
の
自
由
等
に
基
づ
く
宗
教
鴎

体
の
自
律
権
と
い
う
も
の
を
根
拠
に
し
て
、
必
婆
最
小
限
の
範
囲
で
、
立
議
主
題
の
変
獲
を
認
め
る
こ
と
が
解
釈
論
と
し
て
可
能
で

は
な
い
か
と
考
え
ま
す
。
必
要
最
小
波
の
範
随
と
ゆ
し
ま
す
の
は
、
あ
る
法
律
要
件
事
実
の
存
否
が
、
宗
教
上
の
教
義
の
解
釈
そ
の

も
の
に
か
か
わ
っ
て
い
る
場
合
を
指
す
わ
け
で
し
て
、
こ
の
場
合
に
は
、
憲
法
の
諸
規
定
、
あ
る
い
は
宗
教
詩
人
法
八
五
条
な
ど
の

規
玄
の
趣
言
か
ら
、
本
来
の
要
件
事
実
の
立
誌
に
代
え
て
、
当
該
事
実
の
存
否
に
つ
い
て
団
体
の
自
律
的
決
定
が
な
さ
れ
、
そ
れ
が

の
内
容
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
立
証
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
と
移
え
ま
す
。

も
ち
ろ
ん
団
体
内
部
で
自
律
的
決
定
が
な
さ
れ
た
ど
う
か
を
判
断
す
る
の
は
、
裁
判
官
の
自
治
心
一
訟
に
委
ね
ら
れ
る
わ
け
で
し

て
、
あ
る
事
実
の
存
主
に
つ
い
て
、
団
体
内
部
で
ほ
ほ
一
致
し
た
判
断
が
形
成
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
場
合
に
つ
い
て
は
、
裁
判
官
と

し
て
は
、
自
律
的
決
定
め
存
在
に
つ
い
て
確
信
を
得
ら
れ
る
で
あ
り
ま
し
ょ
う
し
、
間
体
内
部
で

派
が
相
姑
読
し
、
当
該
事
実

(
宗
教
上
の
教
義
に
期
間
す
る
事
実
)
に
つ
い
て
の
団
体
内
部
の
判
断
が
食
い

っ
て
い
る
よ
う
な
場
合
に
は
、
自
律
的
決
定
の
事
夜

に
つ
い
て
裁
判
官
が
確
一
一
絡
を
影
成
す
る
に
は
至
ら
な
い
、

と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
か
と
患
い
ま
す
。

円
以
上
、
懲
戒
権
限
の
事
実
に
即
し
て
弘
の
考
え
そ
申
し
述
べ
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
の
で
ご
夕
、
い
ま
す
が
、
懲
戒
泰
也
に
つ
い
て
も

基
本
的
に
は
同
様
で
ご
ざ
い
ま
す
。
懲
戒
処
分
の
効
力
が
争
点
に
な
っ
て
い
る
場
合
に
、
そ
の
効
力
を
前
提
と
す
る
法
律
上
の
効
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巣
、
た
と
え
ば
宗
教
団
体
内
部
の
地
位
の
喪
失
な
ど
を
主
張
す
る
摺
は
、

そ
の
効
力
を
発
生
さ
せ
る
事
実
に
つ
い
て
立
証
責
任
を
員

う
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
の
事
実
と
し
て
、
処
分
権
隈
、
処
分
事
由
が
あ
る
わ
け
で
す
が
、
立
証
責
任
を
長
担
す
る
側
が
、

加
足
分
事
自
に
該
当
す
る
処
分
対
象
行
為
の
存
在
を
立
証
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
言
う
ま
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
た
と
え
ば
、

続
に
違
反
す
る
行
動
、
あ
る
い
は
言
動
を
な
し
た
こ
と
に
つ
い
て
の
立
証
は
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
か
と
患
い
ま
す
。

問
題
は
、
そ
れ
が
宗
規
に
違
反
を
す
る
か
ど
う
か
と
い
う
点
で
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
処
分
事
患
の
種
績
に
感
じ
て
一

つ
の
場
合
が

考
え
ら
れ
ま
す
。

一
つ
は
、
処
分
事
由
が
世
俗
的
な
非
行
な
ど
の
宗
教
上
の
教
義
に
か
か
わ
ら
な
い
場
合
で
す
。
も
う

つ
iま

教
上
の
教
義
そ
の
も
の
に
か
か
わ
る
場
合
で
す
。
こ
の
二
つ
の
場
合
に
つ
い
て
、
宗
教
組
体
の
自
律
権
を
強
識
す
る
立
場
を
繋
く
と

す
れ
ば
砧

い
ず
れ
の
場
合
で
あ
っ
て
も
立
証
主
躍
を
変
更
し
て
構
わ
な
い
。
す
な
わ
ち
、
違
反
を
し
た
と
い

グ〉

も

張
立
蓋
さ
せ
る
必
要
は
な
い
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
点
に
つ
い
て
、
宗
教
団
体
が
違
反
が
あ
っ
た
と
い

弘通

主
張
立
証
を
も
っ
て
そ
れ
に
代
え
ら
れ
る
、

と
い
う
考
え
方
に
な
る
か
と
思
い

し
か
し
、
私
は
そ
れ
は
広
す
ぎ
る
と
思
い
ま
す
。
立
証
主
題
の
変
質
が
許
さ
れ
る
椴
拠
と
し
て
は
、
み
く
ま
で
も
そ
れ
が
宗
教
上

の
教
義
に
か
か
る
事
項
だ
か
ら
と
い
う
こ
と
で
し
て
、
世
俗
的
な
非
行
な
ど

て
い
る
場
合
に
誌
、
通

常
の
主
張
立
証
賞
授
の
諒
射
に
従
っ
て
処
分
の
効
力
を
、
法
附
慨
す
る
側
が
主
附
別
立
証
す
べ
急
で
あ
る
と
考
え
ま
す
。
し
か
し
、

そ
う
で

な
い
場
合
、
す
な
わ
ち
、
築
設
を
端
、
え
た
な
ど
と
い

の
教
義
に
か
か
る
場
合
に
は
、
先
ほ
ど
処
分
権
限
に

つ
い
て
取
し
ま
し
た
の
と
持
識
の
理
由
か
ら
、

い
う
現
行
法
体
系
の
下
で
か
一
説
主
題
の
変
廷
を

認
め

が
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
と
思
い

持軽量悪事選童話

」
め
点
で
、
午
爵
や
め

の
や
で
お
話
が
品
ま
し
た
が
、
政
党
内
部
で
の
処
分
を
め
ぐ
る
事
件
に
関
す
る
最
高
裁
判
決
が
言

す
な
わ
ち
「
政
党
内
部
の
除
名
処
分
が
法
律
上
の
権
利
、
利
設
を
使
命
討
す
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、
処
分
の
根
拠

っ
て
い

の
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と
な
っ
た
規
範
が
公
序
良
俗
に
反
す
る
な
ど
、
特
別
の
事
構
が
な
い
罷
り
、
裁
判
所
の
審
理
の
範
関
誌
、

そ
の
規
範
に
蕃
づ
い
て
適

正
な
手
軽
に
よ
っ
て
見
分
が
な
さ
れ
た
か
奇
か
に
限
主
さ
れ
る
」
と
誇
わ
れ
て
お
り
ま
す
が
、

そ
れ
は
一
般
論
と
し
て
は
、

律
権
合
広
く
認
め
す
ぎ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
と
思
い
ま
す
。

以
上
で
第
六
章
を
終
わ
り
ま
し
て
、
第
七
章
の
「
関
連
す
る
開
題
」
と
い
う
点
に
つ
い
て
筒
燃
に
ゆ
し
述
べ
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま

す
。
宗
教
語
体
の
内
部
給
争
が
民
事
訴
訟
の
場
に
持
ち
出
さ
れ
る
に
つ
い
て
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
形
態
が
あ
り
得
ま
す
。
こ
れ
ま
で
の

で
扱
っ
た
懲
戒
熟
分
の
効
力
を
め
ぐ
っ
て
、
そ
の
勢
力
を
主
張
す
る
倒
と
、
無
効
を
主
張
す
る
穏
と
が
、
そ
れ
ぞ
れ
有
効
、
無

効
を
蔀
織
と
し
た
法
律
上
の
椴
制
約
や
法
律
問
保
を
訴
訟
物
と
す
る
場
合
の
ほ
か
に
、
「
板
量
柁
羅
事
件
」
の
よ
う
に
、

義
に
関
す
る
解
釈
を
め
ぐ
っ
て
、
錯
誤
が
主
張
さ
れ
、
法
律
上
の
権
利
と
し
て
は
、

不
当
耗
得
返
還
請
求
権
が
訴
訟
物
と
な
る
と
い

う
場
合
も
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
宗
教
関
体
の
内
部
紛
争
で
あ
る
か
ら
と
い
っ
て
、
当
凪
郊
に
特
別
の
取
り
扱
い
が
な
さ
れ
る
べ
き
で

は
な
く
、
様
郎
と
し
て
は
訴
訟
物
と
な
っ
て
い
る
端
科
を
基
準
と
し
て
、
法
律

a

婆
件
事
実
を
決
内
応
し
て
、

そ
れ
に
つ
い
て
主
張
立
証

糞
任
を
適
用
し
て
裁
判
を
す
れ
ば
よ
い
と
思
い
ま
す
。
す
な
わ
ち
、
錯
誤
無
効
を
主
接
す
る
縄
か
ら
錯
誤
に
該
当
す
る
事
実
と
し
て

た
事
実
が
、

の
教
義
に
か
か
る
も
の
で
あ
っ
て
、
裁
判
所
が
証
拠
調
べ
の
結
果
に
経
験
射
を
適
用
し
て
認
定
す
る

こ
と
が
不
可
能
だ
と
い
う
場
合
に
は
、
無
効
を
主
張
す
る
側
械
が
立
証
責
任
を
来
た
さ
な
か
っ
た
も
の
と
み
な
し
て
主
娠
を
排
斥
す
れ

ば
い
い
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
、
判
決
の
仕
方
と
し
て
そ
れ
が
訴
え
の
却
下
に
な
る
か
請
求
の
喪
却
に
な
る
か
と
い

う
関
越
は
あ
り
ま
す
が
、
ぞ
れ
は
こ
こ
で
触
れ
な
い
で
お
き
ま
す
。
な
ぜ
な
ら
江
こ
の
場
合
に
は
、
錯
誤
に
該
当
す
る
事
実
の
存
夜

が
、
宗
教
団
体
内
部
で
自
律
的
に
決
定
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
自
律
的
決
定
の
有
無
に
立
証
命

題
を
変
更
す
る
余
地
も
な
い
か
ら
で
ご
ざ
い
ま
す
。

京
教
弱
体
の
内
部
紛
争
に
関
し
て

一
般
論
と
し
て
裁
判
所
が
や
立
鈴
立
場
を
維
持
す
べ
き
こ
と
は
異
論
が
な
い
と
思
わ
れ
ま
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し
か
し
、
そ
こ
で
い
う
や
す
一
牲
は
、
結
果
と
し
て
紛
争
当
事
者
の
一
方
に
有
利
に
な
る
本
案
暫
訣
を
、
裁
判
所
が
避
け
る
こ
と

に
よ
っ
て
維
持
さ
れ
る
も
め
で
誌
あ
り
ま
せ
ん
。

の
判
例
の
よ
う
に
、
法
律
上
の
権
利
が
訴
訟
物
と
な
っ
て
い
る
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
訴
え
却
下
の
訴
訟
判
決
を
行
う
こ
と
は
、
多
く
の
論
者
が
綾
城
機
す
る
よ
う
に
、
裁
判
を
受
け
る
権
利
判
を
罷
害
し
、
問
題
の
解

決
を
自
力
救
済
に
委
ね
る
結
果
を
詔
く
こ
と
に
な
り
ま
す

G

真
の
意
味
で
の
中
立
牲
と
い
う
の
は
、
私
が
理
解
す
る
と
こ
ろ
に
よ
り
ま
す
と
、
次
の

は
な
い
か
と
患
い

す
な
わ
ち
、
訴
訟
物
た
る
権
利
利
義
務
に
つ
い
て
適
用
さ
れ
る
べ
き
法
規
を
定
め
、
そ
の
発
生
要
件
事
実
を
証
拠
と
経
験
則

て
判
断
す
る
。
そ
の
立
誌
が
不
十
分
で
あ
れ
ば
立
証
責
任
の
原
則
的
に
従
っ
て
法
規
の
適
用
を
否
{
え
す
る
。
た
だ
し
、
宗
教
上
の
教
義

に
関
す
る
率
一
礁
の
よ
う
に
、
実
主
法
体
系
金
体
か
ら
見
て
、
宗
教
毘
体
の
自
律
権
が
認
め
ら
れ
、

そ
の
結
果
と
し
て
立
証
主
題
の
変

る
よ
う
な
場
合
に
限
っ
て
は
、
変
更
さ
れ
た
立
証
主
題
に
つ
い
て
、
主
張
立
証
を
許
し
、
そ
の
結
果
と
し
て
法
違

用
の
可
否
を
判
w，
散
す
べ
き
で
あ
る
と
思
い

」
の
よ
う
に

い
て
法
規
を
適
用
す
る
こ
と
こ
そ
が
裁
判
所
の
や
立
性
会
意
味
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
事

件
の
背
景
や
事
構
な
ど
に
必
要
以
上
と
ら
わ
れ
て
本
案
の
判
断
を
開
避
寸
る
w

〕
と
は
、

必
ず
し
も
譲
切
で
は
な
い
と
い
う
の
が
私
の

感
想
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
内
容
に
つ
い
て

い
ろ
い
ろ
間
組
点
も
あ
っ
た
か
と
存
じ
ま
す
が
、
後
ほ
ど
会
場
の
諸
先
生
方
の

ご
批
判
を
仰
ぎ
た
い
と
患
い
ま
す
。
ど
う
も
長
い
関
、
ご
静
聴
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

問鋭機総

む、
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