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こ
ろ
へ
つ
か
わ
さ
れ
ま
し
た
」
と
」
。
神
は
ま
た
モ
ー
ゼ
に
言
わ
れ
た
。
「
イ
ス
ラ
エ
ル
の
人
々
に
こ

う
言
い
な
さ
い
。
『
あ
な
た
が
た
の
先
神
の
神
、
ア
ブ
ラ
ハ
ム
の
神
、
イ
サ
ク
の
神
、ヤ
コ
ブ
の
神
で

あ
る
主
が
、
わ
た
し
を
あ
な
た
が
た
の
と
こ
ろ
へ
つ
か
わ
さ
れ
ま
し
た
』
と
。
こ
れ
は
永
遠
に
わ

た
し
の
名
、こ
れ
は
世
々
の
わ
た
し
の
呼
び
名
で
あ
る
」
と
。
」 

彼
等
の
神
の
名
は
、
永
遠
に
「
有
っ
て
有
る
者
」
が
本
当
な
の
で
あ
る
。
「
有
っ
て
有
る
者
」
と

は
、
当
然
な
る
も
の
、
自
か
ら
然
る
も
の
、
他
か
ら
支
配
を
受
け
ざ
る
も
の
、
作
為
な
き
も
の
、

宇
宙
の
根
元
な
る
も
の
、
神
な
が
ら
な
る
も
の
で
あ
る
。 

創
世
記
の
第
一
章
に
あ
る
、
「
は
じ
め
に
神
は
天
と
地
と
を
創
造
さ
れ
た
。
地
は
形
な
く
、
む

な
し
く
、
や
み
が
淵
の
お
も
て
に
あ
り
、
神
の
霊
が
水
の
お
も
て
を
お
お
っ
て
い
た
。
神
は
「
光
あ

れ
」
と
言
わ
れ
た
。
す
る
と
光
が
あ
っ
た
。
神
は
そ
の
光
を
見
て
、
良
し
と
さ
れ
た
。云
々
」
以
下
、

天
地
創
造
の
所
の
神
は
、
意
志
を
持
つ
神
と
な
り
、
後
に
ユ
ダ
ヤ
民
族
を
撰
ば
れ
た
民
と
す
る

神
と
な
り
、
他
の
物
を
礼
拝
す
る
を
許
さ
ぬ
嫉
妬
の
神
と
な
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
、
ユ
ダ
ヤ

民
族
が
本
来
の
神
を
独
専
し
誤
ら
し
め
た
の
で
あ
っ
て
、
本
来
は
「
有
っ
て
有
る
も
の
」
、
宇
宙

的
な
る
自
ら
然
あ
る
存
在
を
見
て
い
た
の
で
あ
る
。
自
ら
然
る
も
の
に
「
意
」
が
あ
る
か
の
問

題
は
後
に
「
理
気
論
」
に
於
て
詳
し
く
述
べ
る
が
、理
法
を
意
と
す
れ
ば
意
志
が
あ
る
こ
と
に
な

り
「
光
あ
れ
と
言
え
ば
光
あ
り
」
と
な
る
。
こ
の
時
の
「
言
え
ば
」
は
宇
宙
意
志
の
方
向
で
あ

る
。
そ
れ
は
新
約
聖
書
に
於
て
は
「
言

こ
と
ば

」
と
な
る
。 

             

あ
り
、す
べ
て
の
物
は
、
「
零
」
よ
り
発
し
て
「
零
」
に
復
る
。 

 
 

「
０
」
は
未
だ
「
一
」
を
発
せ
ざ
る
「
０
」
で
あ
り
、
初
め
終
り
な
き
永
遠
の
「
０
」
の
時
で
あ

り
、
行
き
て
極
り
な
き
無
極
の
「
０
」
の
処
で
あ
る
。故
に
、
何
処
も
「
０
」
の
時
に
あ
り
、何
処
も

「
０
」
の
処
に
あ
る
。何
時
も
永
遠
の
時
で
あ
り
、何
処
も
無
窮
の
処
で
あ
る
。 

 

「
０
」
は
円
妙
「
○
」
よ
り
発
想
さ
れ
た
記
号
で
あ
ろ
う
。
「
０
」
は
玄
妙
思
議
す
べ
か
ら
ざ
る
、

何
時
も
発
動
せ
ん
と
す
る
、零
活
な
る
「
は
じ
め
」
で
あ
り
「
太
虚
」
で
あ
る
。（
以
下
次
号
） 

    

個
の
陰
電
子
か
ら
成
る
も
の
、
第
三
は
、
一
個
の
陽
子
二
個
の
中
性
電
子
に
対
し
て
一
個
の
陰

電
子
か
ら
成
る
も
の
で
あ
る
が
、
第
二
第
三
の
核
に
中
性
電
子
を
有
す
る
も
の
は
重
水
素
と

呼
ば
れ
、
こ
れ
が
水
爆
に
利
用
さ
れ
る
の
で
あ
る
。 

 

こ
の
様
に
宇
宙
構
造
の
原
子
の
数
理
が
明
か
に
さ
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
今
は
、
銀
を
金
に

し
、
鉛
を
銀
に
す
る
こ
と
も
可
能
に
な
っ
た
。
や
が
て
、
堆
く
積
ま
れ
た
ガ
ラ
ス
や
自
動

車
な
ど
の
廃
品
、
ビ
ニ
ー
ル
や
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
な
ど
の
不
用
品
も
、
鉛
や
銀
や
金
に
再
錬

金
さ
れ
る
に
至
る
で
あ
ろ
う
。
宇
宙
は
数
理
に
よ
っ
て
構
造
さ
れ
て
居
り
、
更
に
創
造
さ

れ
、
造
化
さ
れ
て
い
く
。
数
は
天
地
の
「
一
」
で
あ
る
。 

 

前
号
の
補
説 

 

易
八
卦
の
数
理
の
所
に
、「
先
天
図
」
の
み
掲
げ
て
、「
後
天
図
」
を
お
と
し
て
い
た
か

ら
此
所
に
出
し
て
お
く
。「
先
天
図
」
は
説
卦
伝
第
三
章
に
「
天
地
位
を
定
め
、
三
沢
気
を

通
じ
、
雷
風
相
薄
り
、
水
火
相
射
わ
ず
、
八
卦
相
錯
わ
る
。
往
を
数
う
る
者
は
順
に
し
て
、

来
を
知
る
者
は
逆
な
り
。
是
の
故
に
易
は
逆
数
な
り
。」
の
文
に
よ
る
も
の
、
邵
康
節
は
、

之
を
伏
義
八
卦
の
位
な
り
と
曰
う
。
先
天
の
学
と
い
う
も
の
。「
後
天
図
」
は
説
卦
伝
第
五

章
に
「
帝
は
震
に
出
で
、
巽
に
斉
い
、
離
に
相
見
、
坤
に
致
役
し
、
兌
に
説
言
し
、
乾
に

戦
い
、
坎
に
労
し
、
艮
に
成
言
す
。
万
物
震
に
出
づ
、
震
は
東
方
な
り
。
巽
に
斉
う
。
巽

は
東
南
な
り
。
斉
う
と
は
万
物
の
潔
斎
を
言
う
な
り
。
離
と
は
明
か
な
り
。
万
物
皆
相
見

る
。
南
方
の
卦
な
り
。
聖
人
南
面
し
て
天
下
を
聴
き
、
明
に
嚮
い
て
治
む
。
蓋
し
諸
を
此

に
取
る
な
り
。
坤
と
は
地
な
り
。
万
物
皆
養
を
致
す
。
故
に
坤
に
致
役
す
と
曰
う
。
兌
は

正
秋
な
り
。
万
物
の
説
ぶ
所
な
り
。
故
に
兌
に
説
言
す
と
曰
う
。
乾
に
戦
う
。
乾
は
西
北

の
卦
な
り
。
陰
陽
相
薄
る
を
言
う
な
り
。
坎
は
水
な
り
。
正
北
方
の
卦
な
り
。
労
卦
な
り
。

万
物
の
帰
す
る
所
な
り
。
故
に
坎
に
労
す
と
曰
う
。
艮
は
東
北
の
卦
な
り
。
万
物
の
終
を

成
す
所
に
し
て
、
而
し
て
始
を
成
す
所
な
り
。
故
に
艮
に
威
厳
す
と
曰
う
。」
と
あ
り
。
此

の
章
は
八
卦
の
方
位
を
明
言
す
る
。
邵
康
節
の
文
王
八
卦
、
後
天
の
学
と
い
う
も
の
で
あ

る
。
之
に
後
冊
十
二
支
を
配
す
る
。 

 

来
卍
（
ひ
だ
り
ま
ん
じ
）
は
誤
り
な
り
と
し
て
い
る
。 

 

平
凡
社
の
百
科
事
典
に
よ
る
と
、
卍
は 

と
も
書
く
。前
者
は
中
心
か
ら
周
囲
に
左
旋
し
た
も
の
、

後
者
は
右
旋
し
た
も
の
。こ
れ
は
太
陽
が
光
を
放
っ
て
い
る
状
態
を
象
形
化
し
た
も
の
ら
し
い
。
ヒ
ン

ド
ゥ
ー
教
で
は
太
陽
神
ヴ
ィ
シ
ヌ
の
胸
部
の
旋
毛
を
示
す
も
の
と
さ
れ
、仏
教
で
も
仏
陀
の
胸
や
足

う
ら
に
現
わ
れ
る
瑞
相
と
さ
れ
ジ
ャ
イ
ナ
教
で
も
使
用
さ
れ
る
。
ヒ
ン
ド
ウ
教
チ
ベ
ッ
ト
仏
教
で
は

右
旋
と
左
旋
と
に
意
義
の
区
別
が
な
さ
れ
て
い
る
が
、中
国
や
日
本
で
は
区
別
が
な
く
、
仏
教
の
標

識
と
さ
れ
て
い
る
。 

 

卍
と
卐
、
い
ず
れ
が
右
旋
か
。
色
々
論
議
が
あ
る
が
卍
は 

の
形
で
は
あ
る
ま
い
か
。
そ
う
だ
と

す
れ
ば 

は
白
毫
の
右
旋
だ
か
ら
卍
が
「
み
ぎ
ま
ん
じ
」
と
す
る
が
よ
い
と
思
う
。 

 

瑞
祥
は
右
ま
ん
じ
で
よ
い
が
、
仏
の
世
相
、
宇
宙
の
作
用
に
は
、
前
か
ら
述
べ
て
き
た
っ
た
よ
う

に
陰
陽
奇
遇
右
旋
左
旋
も
あ
る
。
従
っ
て
卍
卐
い
ず
れ
も
あ
っ
て
よ
い
。
伊
邪
那
岐
神
の
神
言
は

天
地
神
仏
の
実
相
を
明
か
に
示
し
給
う
て
い
る
の
で
あ
る
。 

 

北
極
上
空
に
お
け
る
霊
感
か
ら
、地
球
の
地
軸
磁
場
に
及
び
、
北
極
紫
微
宮
か
ら
、
天
之
御
柱
、陰

陽
奇
遇
右
旋
左
旋
に
及
び
、
河
図
洛
書
の
「
北
を
一

は
じ
め

」
と
す
る
神
理
を
観
て
き
た
の
で
あ
っ
た
が
、

こ
こ
に
至
っ
て
私
は
、こ
の
神
理
は
神
理
と
し
な
が
ら
も
、
更
に
根
元
初
始
の
と
こ
ろ
を
見
極
め
ね
ば

な
ら
な
く
な
っ
た
。
「
本
来
無
東
西
、何
処
有
南
北
、迷
故
三
界
城
、悟
故
十
方
空
」
の
空
な
る
世
界

で
あ
る
。地
上
の
限
定
さ
れ
た
場
所
に
於
て
は
、
北
に
一
を
見
た
て
て
東
西
南
北
を
定
め
る
こ
と
は

決
し
て
迷
う
が
故
で
は
な
い
。
陰
陽
二
神
の
神
言
と
行
為
は
天
之
御
柱
を
見
立
て
て
こ
れ
を
教
示

し
給
い
、
日
本
は
こ
の
道
に
よ
っ
て
国
生
み
神
生
み
を
し
て
神
道
に
よ
る
日
本
道
を
成
し
き
た
っ
て

居
り
、中
国
に
道
を
垂
れ
て
河
図
洛
書
八
卦
九
疇
洪
範
を
生
み
な
し
て
き
て
い
る
の
で
あ
る
。
北
極

に
高
天
原
を
思
い
、
そ
こ
に
紫
微
宮
あ
り
、
天
之
御
中
主
神
及
び
天
津
神
々
在
ま
す
と
見
る
も
よ

い
。
世
界
紅
卍
字
会
の
よ
う
に
太
乙
北
極
真
経
を
説
く
も
よ
い
。
尊
敬
す
る
先
達
の
神
仙
達
は
、
明

か
に
そ
れ
を
観
て
い
よ
う
。が
、
私
は
更
に
究
極
を
探
ね
た
い
の
で
あ
る
。古
事
記
の
「
あ
め
つ
ち
の
は

じ
め
の
と
き
」
の
「
は
じ
め
」
、
「
一
」
よ
り
以
前
の
「
は
じ
め
」
則
ち
「
０
」
零
を
「
は
じ
め
」
と
す
る

「
は
じ
め
」
で
あ
る
。
初
め
な
き
初
め
と
初
め
と
す
る
初
め
で
あ
る
。
「
天
地
」
は
無
限
の
広
が
り
空

間
で
あ
り
、
無
窮
の
流
れ
の
時
間
で
あ
る
。広
が
り
な
き
広
が
り
、
流
れ
な
き
流
れ
、
そ
の
初
め
な
き

初
め
、
名
も
無
く
業
も
無
き
唯
一
絶
対
の
世
界
、
そ
の
天
地
で
あ
り
、
そ
の
初
め
で
あ
る
。
そ
こ
が

高
天
原
で
あ
り
、
天
之
御
中
主
神
は
そ
こ
に
「
な
り
ま
せ
る
」
の
で
あ
る
。 

粋
な
生
命
は
自
ら
神
理
に
協
う
の
で
あ
る
。
美
斗
能
麻
具
波
比
は
最
も
神
意
に
協
う
こ
と
で

あ
り
、
そ
の
一
体
と
な
っ
た
境
地
は
小
さ
い
自
己
を
忘
却
し
て
天
に
い
た
る
感
動
無
我
の
世

界
、
そ
こ
は
中
央
の
五
の
世
界
、
そ
こ
は
天
之
御
柱
の
世
界
で
天
之
御
中
主
神
の
世
界
に
い
た

る
位
で
あ
る
。
偉
大
な
る
生
命
の
須
佐
男
命
の
感
動
か
ら
生
れ
た
響
、
和
歌
は
自
ら
伊
邪
那

岐
伊
邪
那
美
の
神
言
に
協
い
、
神
々
も
弥
栄
へ
を
祝
し
た
ま
う
て
、
い
よ
い
よ
に
白
雲
を
四
方
八

方
に
立
ち
騰
ら
し
め
給
う
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
男
女
の
道
の
み
で
は
な
い
こ
の
陰
陽
奇
遇
の
道

に
協
っ
た
と
き
、
天
之
御
中
主
神
の
神
霊
に
触
れ
て
一
大
感
動
が
全
身
心
に
み
ち
る
の
で
あ

る
。伊
邪
那
岐
神
の
神
言
は
最
極
の
教
示
で
あ
る
。 

 

美
斗
能
麻
具
波
比
は
最
も
神
聖
神
妙
な
る
が
故
に
隠
所
に
お
こ
す
も
の
、
八
雲
八
重
垣
の
奥

深
く
「
つ
ま
ご
み
」
す
べ
き
も
の
で
、
こ
れ
が
人
間
の
性
で
あ
る
。
慎
ま
ざ
る
べ
か
ら
ず
。
然
ら
ず

ん
ば
、
そ
の
子
孫
に
純
粋
な
る
人
の
子
は
生
れ
な
く
な
る
で
あ
ろ
う
。 

 

 
 

お
知
ら
せ 

    

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
流
行
が
拡
大
し
て
い
る
状
況
を
受
け
、
参
加
者
の
健
康
と

安
全
を
最
優
先
に
考
慮
し
、
第
三
回
定
期
総
会
並
び
に
「
近
藤
美
佐
子
先
生
を
語
る
会
」
の

開
催
を
中
止
す
る
こ
と
と
い
た
し
ま
し
た
。総
会
資
料
は
、月
報
六
月
号
に
て
ご
確
認
く
だ
さ

い
ま
す
よ
う
、
お
願
い
い
た
し
ま
す
。 

   

神
道
（
八
）
（
大
和
世
界
の
建󠄁
設
）       

竹
葉 

秀
雄 

古
事
記  

宇
宙
の
創
始 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ―

有
っ
て
有
る
者―

 

 

旧
約
聖
書
で
は
、
出
エ
ジ
プ
ト
記
第
三
章
十
三―

十
五
に
こ
う
記
し
て
い
る
。 

 

モ
ー
ゼ
は
神
に
言
っ
た
。「
わ
た
し
が
イ
ス
ラ
エ
ル
の
人
々
の
と
こ
ろ
へ
行
っ
て
、
彼
ら
に
『
あ
な
た

が
た
の
先
祖
の
神
が
、
わ
た
し
を
あ
た
な
が
た
の
と
こ
ろ
に
つ
か
わ
さ
れ
ま
し
た
』
と
言
う
と
き
、

彼
ら
が
『
そ
の
名
は
な
ん
と
い
う
の
で
す
か
』
と
わ
た
し
に
聞
く
な
ら
ば
、
な
ん
と
答
え
ま
し
ょ
う

か
。
」
神
は
モ
ー
ゼ
に
言
わ
れ
た
。
「
わ
た
し
は
、
有
っ
て
有
る
者
」
。
ま
た
言
わ
れ
た
。
「
イ
ス
ラ
エ
ル

の
人
々
に
こ
う
言
い
な
さ
い
。
「
『
わ
た
し
は
有
る
』
と
い
う
か
た
が
、
わ
た
し
を
あ
な
た
が
た
の
と

こ
ろ
へ
つ
か
わ
さ
れ
ま
し
た
」
と
」
。
神
は
ま
た
モ
ー
ゼ
に
言
わ
れ
た
。
「
イ
ス
ラ
エ
ル
の
人
々
に
こ
う

言
い
な
さ
い
。
『
あ
な
た
が
た
の
先
神
の
神
、ア
ブ
ラ
ハ
ム
の
神
、
イ
サ
ク
の
神
、ヤ
コ
ブ
の
神
で
あ
る

主
が
、
わ
た
し
を
あ
な
た
が
た
の
と
こ
ろ
へ
つ
か
わ
さ
れ
ま
し
た
』
と
。
こ
れ
は
永
遠
に
わ
た
し
の

名
、こ
れ
は
世
々
の
わ
た
し
の
呼
び
名
で
あ
る
」
と
。 

     

お
も
て
に
あ
り
、
神
の
霊
が
水
の
お
も
て
を
お
お
っ
て
い
た
。
神
は
「
光
あ
れ
」
と
言
わ
れ
た
。
す

る
と
光
が
あ
っ
た
。
神
は
そ
の
光
を
見
て
、
良
し
と
さ
れ
た
。
云
々
」
以
下
、
天
地
創
造
の
所
の
神

は
、
意
志
を
持
つ
神
と
な
り
、
後
に
ユ
ダ
ヤ
民
族
を
撰
ば
れ
た
民
と
す
る
神
と
な
り
、
他
の
物

を
礼
拝
す
る
を
許
さ
ぬ
嫉
妬
の
神
と
な
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
、
ユ
ダ
ヤ
民
族
が
本
来
の

神
を
独
専
し
誤
ら
し
め
た
の
で
あ
っ
て
、
本
来
は
「
有
っ
て
有
る
も
の
」
、
宇
宙
的
な
る
自
ら

然
あ
る
存
在
を
見
て
い
た
の
で
あ
る
。
自
ら
然
る
も
の
に
「
意
」
が
あ
る
か
の
問
題
は
後
に

「
理
気
論
」
に
於
て
詳
し
く
述
べ
る
が
、
理
法
を
意
と
す
れ
ば
意
志
が
あ
る
こ
と
に
な
り
「
光

あ
れ
と
言
え
ば
光
あ
り
」
と
な
る
。
こ
の
時
の
「
言
え
ば
」
は
宇
宙
石
の
方
向
で
あ
る
。
そ

れ
は
新
約
聖
書
に
於
て
は
「
言
」
と
な
る
。 

  

そ
れ
で
は
、
こ
の
虚
し
く
空
な
る
０
は
、
果
し
て
本
当
に
何
も
な
い
空か

ら

な
の
で
あ
ろ
う
か
。
何

も
無
い
無
か
ら
有
が
生
じ
る
で
あ
ろ
う
か
。０
が
真
に
何
も
な
い
零
で
あ
る
な
ら
ば
決
し
て
「
一
」

は
生
じ
な
い
。
実
は
あ
ら
ゆ
る
も
の
を
蔵
し
た
、
一
切
の
法
、
一
切
の
神
力
、
一
切
の
藏
、
一
切
の

事
を
、
す
べ
て
蔵
し
た
虚
し
さ
で
あ
り
、
空
な
の
で
あ
る
。
「
真
空
妙
有
」
な
の
で
あ
る
。
「
絶
対

無
」
な
る
が
故
に
「
絶
対
有
」
な
る
「
絶
対
無
」
な
の
で
あ
る
。
何
を
以
て
こ
れ
を
証
す
る
か
。 

 

前
述
の
数
の
世
界
に
於
て
も
０
か
ら

＋

プ
ラ
ス
マ
イ
ナ
ス

－
が
生
じ
そ
れ
は
無
限
に
伸
び
て
行
く
、
＋
－
が
生

じ
た
と
同
時
に−

1

マ
イ
ナ
ス
イ
チ

が
生
じ
て
い
る
。
子
が
生
じ
た
時
に
母
が
生
じ
た
と
同
義
で
あ
る
。−1

は

+

一
と
同
時
に
無
限
に
伸
び
て
行
く
。
子
の
子
は
無
限
に
生
ま
れ
て
い
く
。
親
の
親
は
無
限
の
古

に
及
ぶ
。+1

は
つ
ね
に−

1

と
有
っ
て
、
合
し
て
０
に
還
え
る
。子
は
母
と
合
し
て
一
体
の
仁
に
復

す
る
。母
子
未
だ
分
か
れ
ざ
る
零
に
復
す
る
。０
は
数
の
中
心
基
準
で
も
あ
る
。 

 
   

 

単
な
る
左
右
の
み
で
な
く
、
前
後
、
上
下
、
面
、
立
体
あ
ら
ゆ
る
関
係
に
於
て
然
り
で
あ
る
。
零

は
天
之
御
中
主
神
の
世
界
で
あ
り
、+

は
高
御
産
巣
日
神
、
一
は
神
産
巣
日
神
の
世
界
で
あ
る
。 

 
 

現
代
の
物
理
学
も
こ
れ
を
明
ら
か
に
せ
ん
と
し
て
い
る
が
、
我
々
は
之
を
他
に
求
む
に
及
ば
な

い
。
一
番
確
か
な
る
自
己
の
心
に
こ
れ
を
証
す
る
が
よ
い
。
宇
宙
内
の
こ
と
は
自
己
の
心
に
存
す

る
の
で
あ
る
。 

 

よ
く
働
き
、
よ
く
眠
り
て
目
覚
め
た
る
暁
の
心
に
こ
れ
を
見
よ
。
静
坐
調
息
一
念
不
動
の
相
に

こ
れ
を
観
よ
。
主
一
無
適
誠
敬
を
致
せ
る
自
己
の
心
に
こ
れ
を
看
取
せ
よ
。鎮
魂
神
に
帰
せ
る
心

に
こ
れ
を
体
得
せ
よ
。
●
然
た
る
太
古
の
静
寂
の
中
に
、
凝
然
と
し
て
一
念
未
生
ぜ
ず
、
太
虚
そ

の
も
の
の
心
で
あ
る
。こ
の
心
こ
そ
、火
来
れ
ば
火
に
応
じ
、
水
来
れ
ば
水
に
応
じ
、
春
風
と
な
り
、

秋
風
と
も
な
り
、目
高
遊
ぶ
小
川
の
せ
せ
ら
ぎ
と
も
な
れ
ば
、
百
獣
を
驚
か
す
万
雷
の
滝
津
瀬
と

も
な
る
。
千
変
万
化
時
に
応
じ
機
に
発
す
る
心
で
あ
り
、
森
羅
万
象
を
現
じ
る
宇
宙
の
相
で
あ

る
。太
虚
の
心
、０
の
心
な
の
で
あ
る
。 

 

事
故
に
徹
し
て
是
を
観
よ
！ 

 

歴
歴
昭
昭
た
る
実
相
で
あ
る
。 

 

「
０
」
は
無
限
の
数
を
含
む
「
０
」
で
あ
り
、
す
べ
て
の
数
は
「
０
」
よ
り
生
じ
て
「
０
」
に
帰
る
。 

 

「
零
」
は
万
有
を
内
蔵
す
る
「
零
」
で
あ
り
、
す
べ
て
の
物
は
、「
零
」
よ
り
発
し
て
「
零
」
に
復
る
。 

 

「
０
」
は
未
だ
「
一
」
を
発
せ
ざ
る
「
０
」
で
あ
り
、
初
め
終
り
な
き
永
遠
の
「
０
」
の
時
で
あ
り
、

行
き
て
極
り
な
き
無
極
の
「
０
」
の
処
で
あ
る
。故
に
、何
処
も
「
０
」
の
時
に
あ
り
、何
処
も
「
０
」 

の
処
に
あ
る
。
何
時
も
永
遠
の
時
で
あ
り
、
何
処
も
無
窮
の
処
で
あ
る
。 

 

「
０
」
は
円
妙
「
○
」
よ
り
発
想
さ
れ
た
記
号
で
あ
ろ
う
。「
０
」
は
玄
妙
思
議
す
べ
か
ら
ざ
る
、
何

時
も
発
動
せ
ん
と
す
る
、
零
活
な
る
「
は
じ
め
」
で
あ
り
「
太
虚
」
で
あ
る
。
（
以
下
次
号
） 
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第
三
章 

農
民
生
活
の
倫
理
的
考
察 

 
 
 

 
 

菅
原 

兵
治 

～
第
二
節 

批
判
～ 

 
騒
激
的
態
度 

 

次
は
瀆
武
の
騒
激
的
態
度
で
あ
る
。
之
は
前
述
の
如
く
社
会
の
罪
悪
的
諸
相
に
憤
激
し
、
熱

沛
し
て
立
て
る
者
に
し
て
、其
の
意
気
は
確
か
に
壮
と
す
る
に
足
る
も
の
が
あ
る
。
然
し
此
等
の

人
々
に
対
し
て
最
も
物
足
り
無
さ
を
覚
ゆ
る
こ
と
は
、
社
会
の
罪
悪
を
発
見
し
指
摘
す
る
対

他
的
興
奮
は
有
す
る
も
、
静
か
に
内
省
的
な
修
己
的
努
力
を
欠
く
こ
と
で
あ
り
、
又
現
代
社
会

の
否
定
破
壊
に
熱
狂
し
て
、
矯
激
な
る
言
行
を
敢
え
て
な
す
も
、
其
後
に
施
す
べ
き
真
に
し
て

且
新
な
る
経
綸
も
、
之
を
培
う
べ
き
深
き
哲
学
も
、
毅
い
道
徳
も
裕
か
な
る
風
流
も
無
い
こ
と

で
あ
る
。
王
陽
明
が
「
不
レ

騒
、
不
レ

激
、
不
レ

競
、
不
レ

隋
」
と
い
う
四
不
訣
を
遺
し
て
い
る
が
、
真

箇
の
社
会
改
革
な
ど
い
う
こ
と
は
、
そ
う
病
的
に
興
奮
し
て
、騒
ぎ
過
ぎ
た
り
、
激
し
過
ぎ
た
り
、

競
い
過
ぎ
た
り
し
た
の
で
は
決
し
て
大
成
す
る
も
の
で
は
な
い
。
も
っ
と
重
厚
で
あ
り
剛
毅
で

あ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
殊
に
も
農
村
内
に
於
け
る
そ
れ
に
於
て
然
る
も
の
が
あ
る
。 

 

然
る
に
農
村
に
於
け
る
之
等
の
人
々
を
見
る
に
、
或
種
の
煽
動
に
乗
ぜ
ら
れ
て
之
に
従
っ
て
は

電
気
人
形
の
様
に
勇
敢
に
踊
り
爆
弾
の
如
く
に
狂
暴
に
爆
発
す
る
。
彼
等
の
荒
野
の
雑
草
を

焼
拂
う
猛
火
の
「
力
」
に
対
し
て
は
敬
意
を
表
す
る
こ
と
を
惜
ま
ぬ
が
、
焼
拂
っ
た
後
に
下
ろ
す

べ
き
新
し
き
種
子
と
、
之
が
肥
培
の
経
綸
と
を
有
せ
ぬ
点
を
遺
憾
と
す
る
。
其
の
彊
き
力
は
敬

す
べ
き
も
、
其
の
義
の
足
ら
ざ
る
を
憾
む
。
然
か
も
こ
れ
ら
の
人
々
が
現
代
社
会
に
於
て
相
当

勢
力
を
有
す
る
を
見
る
も
、
已
に
現
代
世
相
の
世
紀
末
的
状
態
に
い
た
れ
る
を
知
る
こ
と
が
出

来
る
で
あ
ろ
う
。
然
か
も
か
か
る
時
勢
に
於
け
る
勢
力
が
一
時
的
に
如
何
に
有
力
な
る
地
位
を

占
む
る
も
、
決
し
て
永
久
的
存
在
性
無
き
所
以
の
も
の
た
る
こ
と
は
、
第
二
章
の
歴
史
的
過
程

の
事
実
に
於
て
証
せ
ら
る
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。然
し
私
共
は
決
し
て
此
の
「
力
」
を
否
定
し
て
は

な
ら
ぬ
。
苟
く
も
彊
義
的
態
度
を
理
想
と
す
る
農
士
は
、
一
面
深
き
「
義
」
的
修
練
を
積
む
と

共
に
、
一
面
ま
た
之
等
の
人
々
に
劣
ら
ぬ
強
き
力
＝
「
彊
」
を
持
す
る
こ
と
を
怠
っ
て
は
な
ら
ぬ
。 

     

 

民
を
農
に
帰
す                

             
 

三
浦 

夏
南 

 

こ
ん
な
話
が
あ
る
。
経
済
的
余
裕
を
手
に
入
れ
た
時
、
最
終
的
に
何
を
望
む
か
と
い
う
調
査

に
対
し
て
、
多
く
の
人
が
答
え
た
の
は
、
美
味
し
い
物
を
食
べ
、
心
地
よ
い
所
に
住
み
、
日
常
に
時

間
的
余
裕
を
持
っ
て
、
家
族
と
仲
良
く
暮
ら
し
、
時
々
旅
行
に
出
か
け
る
と
い
う
あ
る
意
味
平

凡
な
回
答
で
あ
っ
た
。
人
は
自
由
を
奪
わ
れ
て
い
る
時
に
は
、
そ
の
反
動
で
現
実
離
れ
し
た
願

望
を
抱
く
こ
と
も
あ
る
が
、
実
際
に
自
由
を
手
に
し
て
見
る
と
、
過
度
な
贅
沢
は
却
っ
て
苦
痛

と
な
り
、
平
穏
な
日
常
を
求
め
る
よ
う
で
あ
る
。
連
日
高
級
店
で
お
腹
一
杯
に
食
べ
る
と
翌
日

苦
し
く
な
る
し
、
広
い
間
取
り
の
高
層
マ
ン
シ
ョ
ン
は
広
す
ぎ
て
寂
し
く
、
旅
行
も
行
き
過
ぎ
れ

ば
、
必
ず
飽
き
が
来
る
も
の
で
あ
る
。
贅
沢
は
日
常
の
中
に
訪
れ
る
非
日
常
で
あ
っ
て
初
め
て

喜
び
と
な
る
も
の
で
、
頻
繁
に
行
う
と
そ
れ
は
苦
痛
で
あ
る
。
さ
ら
に
注
目
す
べ
き
は
、
自
由
に

な
る
ま
で
は
他
に
先
ん
じ
て
努
力
研
鑽
し
、
そ
の
道
に
頭
角
を
現
さ
ん
と
走
り
続
け
た
人
々
も
、

あ
る
到
着
地
点
ま
で
来
て
し
ま
え
ば
、
平
穏
な
日
常
を
願
う
も
の
で
、
際
限
の
な
い
野
心
は
異

常
な
も
の
で
あ
る
よ
う
だ
。 

少
し
考
え
て
み
る
と
、
こ
れ
ら
の
穏
や
か
な
る
日
常
は
、
近
代
化
以
前
の
自
治
村
に
は
当
た

り
前
の
事
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
え
る
。
家
族
と
と
も
に
働
き
、
与
え
ら
れ
た
恵
み
は
こ
の
世
で
最

も
美
味
な
る
食
事
で
あ
り
、
祖
先
の
霊
の
宿
る
職
住
一
体
の
日
本
家
屋
は
住
み
や
す
く
、
自
ら

の
足
や
、
馬
に
て
辿
る
旅
路
は
風
情
に
満
ち
た
も
の
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
自
治
が
解
体
さ
れ
、

自
然
と
切
り
離
さ
れ
た
人
々
は
自
由
を
求
め
て
都
市
に
て
激
し
い
競
争
を
今
日
も
繰
り
広
げ

る
が
、
彼
ら
が
必
死
に
掴
も
う
と
す
る
自
由
の
先
に
あ
る
も
の
は
、
過
去
に
当
然
の
如
く
日
本

人
に
与
え
ら
れ
て
い
た
生
活
で
あ
っ
た
と
は
皮
肉
で
あ
る
が
、近
代
と
い
う
も
の
の
本
質
か
も
し

れ
な
い
。
教
育
で
は
、
倫
理
を
壊
し
て
お
い
て
、
道
徳
を
教
え
る
。
医
療
で
は
健
康
を
壊
し
て
お

い
て
、
薬
を
作
る
。
農
業
で
も
、
虫
や
病
に
侵
さ
れ
や
す
く
し
て
お
い
て
、
農
薬
を
作
る
。
全
て
の

分
野
に
於
て
同
じ
こ
と
が
言
え
る
で
あ
ろ
う
。 

多
く
の
善
良
な
る
日
本
人
に
と
っ
て
、
自
覚
的
に
気
付
か
れ
て
い
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
理

想
と
す
る
と
こ
ろ
の
自
由
は
、
我
々
の
心
の
深
層
に
潜
む
農
的
生
活
の
記
憶
な
の
で
は
な
い
か

と
思
う
。し
か
し
こ
の
理
想
的
生
活
に
人
々
が
帰
る
こ
と
は
あ
ま
り
に
も
難
し
く
、
そ
れ
は
理
想

で
あ
っ
て
も
実
現
可
能
な
こ
と
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。先
の
設
問
が
、
経
済
的
余
裕
を
既
に
持
っ

て
い
る
人
々
に
対
し
て
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
も
そ
れ
は
分
る
。
皮
肉
な
こ
と
に
都
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市
的
競
争
に
勝
利
し
、
自
由
の
一
端
を
手
に
し
た
も
の
に
し
て
初
め
て
分
る
こ
と
な
の
で
あ
ろ

う
。
し
か
し
こ
れ
で
は
い
け
な
い
。
真
に
農
的
生
活
に
安
ん
ず
る
べ
き
人
々
は
経
済
的
自
由
を
手

に
す
る
こ
と
な
く
、
日
々
懸
命
に
労
働
者
と
し
て
働
く
人
々
な
の
で
あ
る
。
斯
く
の
如
き
人
々
は

農
に
自
ら
帰
る
こ
と
は
出
来
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
農
へ
と
民
を
帰
す
先
導
者
が
出
現
す
れ

ば
、
水
が
上
か
ら
下
に
流
れ
る
よ
う
に
挙
っ
て
大
地
へ
と
帰
る
に
違
い
な
い
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
閉

塞
し
、
窒
息
す
る
近
代
的
都
市
生
活
に
風
穴
を
開
け
る
戦
国
の
雄
の
存
在
が
求
め
ら
れ
る
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。 

明
治
の
近
代
化
以
後
、
表
面
的
に
日
本
は
変
わ
り
続
け
て
来
た
。
人
の
心
も
大
き
く
変
わ
っ

て
し
ま
っ
た
か
の
よ
う
に
見
え
る
。
し
か
し
、
そ
の
内
奥
を
よ
く
窺
え
ば
、
日
本
人
の
本
質
は
全

く
変
わ
っ
て
い
な
い
よ
う
に
思
う
。
然
る
べ
き
道
を
開
拓
す
れ
ば
、
民
は
必
ず
そ
の
好
む
と
こ
ろ

に
帰
す
る
の
で
あ
る
。
後
は
道
を
切
り
開
く
も
の
の
実
力
如
何
に
依
る
の
で
あ
る
。
日
々
隠
れ

た
る
と
こ
ろ
に
研
鑽
を
積
み
、
来
る
べ
き
日
が
来
る
ま
で
勉
強
と
実
践
を
繰
り
返
さ
ね
ば
な
ら

な
い
。 

                 

と
よ
く
も
農
園
だ
よ
り                        

三
浦 

美
恵  

 
 

 
 

今
月
は
ネ
ギ
の
収
穫
、
ア
ス
パ
ラ
ガ
ス
の
手
入
れ
、
春
野
菜
の
手
入
れ
、
夏
野
菜
の
播
種
・
定

植
、里
芋
の
土
あ
げ
・芽
出
し
を
行
い
ま
し
た
。 

 

ま
ず
ビ
ニ
ー
ル
ハ
ウ
ス
で
育
て
て
い
る
ネ
ギ
に
つ
い
て
で
す
。
苦
労
し
た
ハ
ウ
ス
栽
培
で
の
ネ
ギ

で
し
た
が
、
無
事
立
派
な
ネ
ギ
が
育
ち
、
毎
日
収
穫
し
て
は
近
く
の
青
果
会
社
に
出
荷
を
し
て

い
ま
す
。
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
影
響
で
、
ス
ー
パ
ー
で
野
菜
の
需
要
が
高
ま
っ
た
り
、
反
対
に

学
校
が
閉
校
の
為
給
食
の
需
要
が
下
が
っ
た
り
と
、
経
済
状
況
を
受
け
て
日
々
値
段
が
変
化
し

て
い
ま
す
。
他
の
畑
で
育
て
て
い
た
ネ
ギ
も
徐
々
に
大
き
く
な
っ
て
き
て
い
る
の
で
、
様
子
を
見

て
順
番
に
出
荷
し
て
い
く
予
定
で
す
。 

続
い
て
ア
ス
パ
ラ
ガ
ス
に
つ
い
て
で
す
。
葉

は
大
き
く
茂
り
、
昨
年
の
秋
に
定
植
し
た
時

に
は
三
十
㎝
ほ
ど
だ
っ
た
株
が
、
大
き
い
も
の

で
は
二
ｍ
を
超
え
る
ま
で
に
生
長
し
て
い
ま

す
。
昨
年
秋
は
ま
だ
茎
も
細
く
、
爪
楊
枝
程

度
で
し
た
が
、
今
や
親
指
程
の
太
さ
の
も
の

も
芽
を
出
し
、
野
菜
の
生
命
力
に
感
心
せ
ず

に
は
い
ら
れ
ま
せ
ん
。 

 

続
い
て
春
野
菜
の
手
入
れ
で
す
。
カ
ブ
、
大

根
、
レ
タ
ス
、
キ
ャ
ベ
ツ
、
ブ
ロ
ッ
コ
リ
ー
が
採

れ
始
め
、
特
に
今
は
キ
ャ
ベ
ツ
や
ブ
ロ
ッ
コ
リ

ー
を
食
べ
に
く
る
青
虫
と
戦
っ
て
い
ま
す
。
昨

年
の
こ
の
時
期
は
初
め
て
の
大
規
模
ケ
ー
ル

栽
培
を
行
い
、
青
虫
退
治
と
収
穫
に
奮
闘
し

て
い
ま
し
た
。
初
め
て
手
袋
越
し
に
青
虫
を

掴
ん
だ
時
の
感
触
は
忘
れ
ら
れ
な
い
程
気
持

ち
が
悪
く
、
ま
た
そ
の
虫
を
自
ら
駆
除
す
る
こ
と
に
罪
悪
感
を
覚
え
て
い
ま
し
た
。
し
か
し
慣

れ
と
は
恐
ろ
し
い
も
の
で
、
今
で
は
何
と
も
思
わ
ず
一
日
に
数
十
匹
の
青
虫
を
退
治
し
て
い
ま
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す
。
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
や
枝
豆
、
ジ
ャ
ガ
イ
モ
、
ニ
ン
ジ
ン
、
白
菜
も
少
し
ず
つ
大
き
く
な
っ
て
き
て
い

る
の
で
、
毎
回
畑
を
覗
き
に
行
く
の
が
楽
し
み
で
す
。 

 
 

次
に
夏
野
菜
の
播
種
・
定
植
で
す
。
購
入
し
た
ト
マ
ト
、

ピ
ー
マ
ン
、
キ
ュ
ウ
リ
、
ナ
ス
、
シ
ソ
、
ズ
ッ
キ
ー
ニ
、
ゴ
ー
ヤ
の

苗
を
、
最
近
完
成
し
た
庭
の
ミ
ニ
菜
園
に
定
植
し
ま
し
た
。

ま
た
、
種
か
ら
ハ
ウ
ス
で
育
て
て
い
た
ト
マ
ト
、
ピ
ー
マ
ン
、
ナ

ス
、
キ
ュ
ウ
リ
、
ズ
ッ
キ
ー
ニ
、
シ
ソ
、白
菜
も
、大
き
く
な
っ
た

も
の
か
ら
菜
園
に
定
植
し
て
い
ま
す
。
他
に
も
ト
ウ
モ
ロ
コ

シ
、
ゴ
マ
、
小
松
菜
の
播
種
も
行
い
、
先
月
ま
で
駐
車
場
だ
っ

た
ス
ペ
ー
ス
が
今
や
野
菜
で
賑
わ
っ
て
き
て
い
ま
す
。 

最
後
は
里
芋
の
土
あ
げ
・
芽
出
し
に
つ
い
て
で
す
。
土
あ

げ
と
は
、
定
植
し
た
里
芋
の
畝
間
を
管
理
機
で
走
り
、
畝
の
上
や
マ
ル
チ
の
横
に
土
を
飛
ば
す

こ
と
で
、
里
芋
に
し
っ
か
り
と
土
が
被
さ
り
、
見
た
目
に
も
綺
麗
な
里
芋
が
育
ち
ま
す
。
ま
た
、

植
穴
と
マ
ル
チ
と
の
間
に
隙
間
が
で
き
、
出
て
来
た
芽
が
マ
ル
チ
で
焼
け
て
し
ま
う
こ
と
を
防
ぐ

と
と
も
に
、
マ
ル
チ
の
押
さ
え
を
強
化
し
、春
風
に
飛
ば
さ
れ
る
こ
と
を
防
ぐ
意
味
も
あ
り
ま
す
。

全
畑
の
土
あ
げ
が
終
わ
っ
た
今
、
む
く
む
く
と
出
始
め
て
い
る
芽
を
確
認
し
、
植
穴
か
ら
ず
れ
て

出
て
き
て
い
る
芽
の
上
の
マ
ル
チ
を
開
け
る
作
業
を
朝
一
番
の
仕
事
と
し
て
行
っ
て
い
ま
す
。少

し
ず
つ
里
芋
が
芽
を
出
し
て
い
る
今
、こ
れ
か
ら
の
里
芋
の
生
長
が
楽
し
み
で
す
。 

           

★
今
後
の
予
定 

 
 

 

来
月
も
、
今
月
に
引
き
続
き
勉
強
会
は
休
止
致
し
ま
す
。
復
帰
の
目
途
が
立
ち

ま
し
た
ら
、
本
稿
に
て
ご
連
絡
差
し
上
げ
ま
す
。 

 

★
一
燈
照
偶 

万
燈
照
国 

 
 

ひ
の
心
を
継
ぐ
会
は
竹
葉
秀
雄
・
近
藤
美
佐
子
両
先
生
の
精
神
を
継
承
し
、
発

展
さ
せ
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
生
ま
れ
た
会
で
す
。
一
人
の
「
ひ
」
の
精
神
が
周

囲
の
人
々
の
心
に
「
ひ
」
を
燈
し
、
や
が
て
そ
れ
が
国
を
照
ら
す
「
ひ
」
に
な
る
こ

と
を
願
い
、
活
動
を
行
つ
て
お
り
ま
す
。
皆
様
に
は
何
卒
ご
理
解
と
ご
支
援
を
賜

り
ま
す
よ
う
、
宜
し
く
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。 

 

★
年
会
費 

・
一
般
会
員 

 
 
 
 
 

三
千
円 

・
賛
助
会
員 

 
 

 
 
 

一
万
円 

・
特
別
賛
助
会
員 

 
 

 

三
万
円 

・
支
援
会
員 

 
 
 
 
 

一
万
円 


