
一
九
九
九
年
五
月
二
日

み
こ
こ
ろ
を
知
る
た
め
に
（
三
）

創
世
記
一
章
三
一
節

こ
れ
ま
で
、
私
た
ち
の
間
に
、
神
さ
ま
の
み
こ
こ
ろ
を
求
め
る
こ
と
は
、
神
さ
ま
か
ら
直

接
的
な
「
指
示
」
を
受
け
る
こ
と
で
あ
る
と
い
う
考
え
方
が
あ
る
た
め
に
生
ま
れ
て
く
る
、

さ
ま
ざ
ま
な
問
題
に
つ
い
て
お
話
し
し
ま
し
た
。

神
さ
ま
か
ら
直
接
的
な
「
指
示
」
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
い
う
の
は
、
自
分
が
し
よ
う
と

し
て
い
る
こ
と
や
願
っ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
、
「
イ
エ
ス
」
か
「
ノ
ー
」
か
答
え
て
い
た

だ
こ
う
と
す
る
こ
と
や
、
目
の
前
に
い
く
つ
か
の
可
能
性
が
あ
る
と
き
に
、
そ
の
ど
れ
を
取

る
べ
き
で
あ
る
か
答
え
て
い
た
だ
こ
う
と
す
る
こ
と
、
さ
ら
に
は
、
何
を
し
た
ら
い
い
の
か

分
か
ら
な
い
と
き
に
、
ど
う
し
た
ら
い
い
の
か
答
え
て
い
た
だ
こ
う
と
す
る
こ
と
で
す
。

そ
の
よ
う
な
、
神
さ
ま
か
ら
直
接
的
な
「
指
示
」
を
受
け
よ
う
と
す
る
姿
勢
は
、
「
神
さ

ま
の
み
こ
こ
ろ
は
一
つ
だ
け
で
あ
る
。
」
と
い
う
考
え
方
か
ら
生
ま
れ
て
き
て
い
ま
す
。

し
か
し
、
厳
密
に
言
い
ま
す
と
、
「
神
さ
ま
の
み
こ
こ
ろ
は
一
つ
だ
け
で
あ
る
。
」
と
い

う
こ
と
が
当
て
は
ま
る
の
は
、
神
さ
ま
の
永
遠
の
み
こ
こ
ろ
（
聖
定
的
な
ご
意
志
）
だ
け
で

す
。神

さ
ま
の
永
遠
の
み
こ
こ
ろ
に
つ
き
ま
し
て
は
、
た
と
え
ば
『
ウ
ェ
ス
ト
ミ
ン
ス
タ
ー
小

教
理
問
答
書
』
の
問
七
へ
の
答
で
、

神
の
聖
定
と
は
、
神
の
御
意
志
の
熟
慮
に
よ
る
永
遠
の
決
意
で
す
。
こ
れ
に
よ
っ
て
神

は
、
御
自
身
の
栄
光
の
た
め
に
、
す
べ
て
の
出
来
事
を
あ
ら
か
じ
め
定
め
て
お
ら
れ
る

の
で
す
。

と
告
白
さ
れ
て
い
ま
す
。

神
さ
ま
の
永
遠
の
み
こ
こ
ろ
は
、
無
限
に
深
く
て
広
く
、
無
限
に
複
雑
な
も
の
で
す
。
そ

れ
は
、
こ
の
世
界
の
一
つ
一
つ
の
も
の
に
関
わ
る
み
こ
こ
ろ
で
す
し
、
そ
れ
ら
が
複
雑
に
関

わ
り
合
っ
て
い
る
こ
と
、
ま
た
、
関
わ
り
合
い
な
が
ら
変
化
し
て
い
る
こ
と
の
す
べ
て
を
包

む
み
こ
こ
ろ
で
す
。
そ
し
て
、
全
体
と
し
て
見
た
と
き
に
も
、
ま
っ
た
き
調
和
の
と
れ
た
、

永
遠
に
変
わ
ら
な
い
み
こ
こ
ろ
で
す
。

そ
の
よ
う
な
、
神
さ
ま
の
永
遠
の
み
こ
こ
ろ
は
一
つ
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。
一
つ
だ
け
で
す

が
、
そ
れ
は
、
無
限
に
深
く
て
広
く
、
無
限
に
複
雑
な
も
の
で
す
。
神
さ
ま
は
、
そ
の
す
べ
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て
を
、
初
め
か
ら
終
わ
り
ま
で
見
通
し
、
定
め
て
お
ら
れ
ま
す
。
し
か
し
、
人
間
で
あ
れ
御

使
い
で
あ
れ
、
ど
の
よ
う
な
被
造
物
も
、
そ
れ
を
見
通
す
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
し
、
勝
手
に

の
ぞ
き
込
も
う
と
し
て
は
な
り
ま
せ
ん
。

＊

先
週
は
、
こ
の
よ
う
な
神
さ
ま
の
永
遠
の
み
こ
こ
ろ
（
聖
定
的
な
ご
意
志
）
が
あ
る
の
で
、

私
た
ち
人
間
を
含
め
て
、
こ
の
世
界
に
存
在
す
る
す
べ
て
の
も
の
が
、
意
味
と
価
値
を
も
っ

て
い
る
と
い
う
こ
と
を
お
話
し
し
ま
し
た
。

も
し
、
神
さ
ま
が
お
ら
れ
な
い
と
し
た
ら
、
こ
の
世
界
は
、
そ
れ
自
体
と
し
て
は
何
の
目

的
を
も
た
な
い
、
従
っ
て
、
何
の
意
味
も
な
い
素
粒
子
の
動
き
の
ま
ま
に
任
せ
ら
れ
て
い
る

こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
私
た
ち
人
間
と
こ
の
世
界
の
す
べ
て
の
も
の
に
と
っ

て
の
最
終
的
な
真
実
は
、
す
べ
て
の
も
の
は
、
そ
れ
自
体
と
し
て
は
何
の
目
的
も
意
味
も
な

い
素
粒
子
の
動
き
の
中
か
ら
偶
然
に
生
じ
た
も
の
で
あ
り
、
必
ず
し
も
こ
の
よ
う
な
形
で
存

在
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
し
、
そ
も
そ
も
初
め
か
ら
存
在
し
な
く
て
も

よ
か
っ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

① 

そ
う
で
あ
れ
ば
、
そ
の
よ
う
な
世
界
の
中
に
、
目
的
意
識
を
も
ち
、
自
ら
の
存
在
の
意
味

と
価
値
を
考
え
る
人
間
の
よ
う
な
存
在
が
「
発
生
し
た
」
と
い
う
こ
と
自
体
が
、
お
か
し
な

こ
と
で
あ
っ
た
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
つ
ま
り
、
現
実
に
、
こ
の
世
界
に
人
間
が

存
在
し
て
い
ま
す
の
で
、
こ
の
世
界
に
人
間
が
存
在
す
る
こ
と
は
当
た
り
前
の
こ
と
に
な
っ

て
い
ま
す
が
、
人
間
の
存
在
は
、
物
質
的
な
世
界
そ
の
も
の
の
動
き
か
ら
は
説
明
で
き
な
い

も
の
で
す
。

こ
れ
に
対
し
て
、
私
た
ち
は
、

神
の
聖
定
と
は
、
神
の
御
意
志
の
熟
慮
に
よ
る
永
遠
の
決
意
で
す
。
こ
れ
に
よ
っ
て
神

は
、
御
自
身
の
栄
光
の
た
め
に
、
す
べ
て
の
出
来
事
を
あ
ら
か
じ
め
定
め
て
お
ら
れ
る

の
で
す
。

と
告
白
し
て
い
ま
す
。
私
た
ち
人
間
を
含
め
て
こ
の
世
界
の
す
べ
て
の
も
の
は
、
無
限
、
永

遠
、
不
変
の
神
さ
ま
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
た
み
こ
こ
ろ
に
よ
っ
て
存
在
し
て
い
る
の
で
、
一

つ
一
つ
の
も
の
が
存
在
す
る
意
味
と
価
値
を
も
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
当
然
、
目
的

意
識
を
も
ち
、
自
ら
の
存
在
の
意
味
と
価
値
を
考
え
る
人
間
の
よ
う
な
存
在
が
い
て
も
お
か

し
く
は
な
い
わ
け
で
す
。

こ
の
よ
う
に
、
神
さ
ま
の
永
遠
の
み
こ
こ
ろ
（
聖
定
的
な
ご
意
志
）
は
、
こ
の
世
界
に
存

在
す
る
す
べ
て
の
も
の
の
存
在
に
、
確
か
な
意
味
と
価
値
が
あ
る
こ
と
を
保
証
す
る
も
の
で

す
。
こ
の
世
界
に
存
在
す
る
す
べ
て
の
も
の
は
、
神
さ
ま
の
永
遠
の
み
こ
こ
ろ
（
聖
定
的
な
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ご
意
志
）
に
従
っ
て
存
在
す
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
の
で
、
存
在
す
る
意
味
と
価
値
を
も
っ

て
い
る
の
で
す
。

＊

創
世
記
一
章
三
一
節
に
は
、

そ
の
よ
う
に
し
て
神
は
お
造
り
に
な
っ
た
す
べ
て
の
も
の
を
ご
覧
に
な
っ
た
。
見
よ
。

そ
れ
は
非
常
に
よ
か
っ
た
。
こ
う
し
て
夕
が
あ
り
、
朝
が
あ
っ
た
。
第
六
日
。

と
記
さ
れ
て
い
ま
す
。

創
世
記
一
章
一
節
〜
二
章
三
節
に
記
さ
れ
て
い
る
神
さ
ま
の
創
造
の
御
業
に
お
い
て
、
神

さ
ま
が
お
造
り
に
な
っ
た
も
の
を
「
よ
い
」
と
ご
覧
に
な
っ
た
こ
と
は
七
回
記
さ
れ
て
い
ま

す
。
こ
れ
は
、
そ
の
七
回
目
の
こ
と
を
記
す
も
の
で
す
。

こ
れ
に
先
立
っ
て
、
神
さ
ま
は
、
あ
る
も
の
や
状
態
を
お
造
り
に
な
っ
て
、
そ
れ
を
「
よ

い
」
と
ご
覧
に
な
っ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
創
造
の
御
業
の
過
程
の
中
で
造
り
出
さ

れ
た
も
の
の
そ
れ
ぞ
れ
が
、
神
さ
ま
の
御
目
に
「
よ
い
」
と
認
め
ら
れ
た
と
い
う
の
で
す
。

こ
れ
に
対
し
ま
し
て
、
こ
の
三
一
節
で
は
、
「
神
は
お
造
り
に
な
っ
た
す
べ
て
の
も
の
を

ご
覧
に
な
っ
た
。
」
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
創
造
の
御
業
の
過
程
の
中
で
造
り
出
さ
れ
た
も

の
の
一
つ
一
つ
が
「
よ
い
」
だ
け
で
な
く
、
造
ら
れ
た
も
の
の
す
べ
て
が
、
お
互
い
に
深
く

関
わ
り
合
っ
て
い
る
こ
と
に
見
ら
れ
る
全
体
的
な
調
和
に
お
い
て
も
、
「
よ
い
」
と
見
ら
れ

る
状
態
に
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。

た
と
え
て
言
い
ま
す
と
、
合
唱
の
パ
ー
ト
練
習
で
、
ソ
プ
ラ
ノ
、
ア
ル
ト
、
テ
ナ
ー
、
バ

ス
の
そ
れ
ぞ
れ
の
パ
ー
ト
が
美
し
く
歌
う
こ
と
に
は
、
そ
れ
と
し
て
の
美
し
さ
が
あ
り
ま
す
。

し
か
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
パ
ー
ト
が
お
互
い
に
響
き
合
い
な
が
ら
歌
う
と
き
に
は
、
一
つ
一
つ

の
パ
ー
ト
の
美
し
さ
を
越
え
た
ハ
ー
モ
ニ
ー
の
美
し
さ
が
生
ま
れ
て
き
ま
す
。
神
さ
ま
が
お

造
り
に
な
っ
た
世
界
も
、
そ
の
よ
う
な
、
全
体
と
し
て
の
調
和
の
美
し
さ
を
備
え
て
い
る
わ

け
で
す
。

と
こ
ろ
で
、
神
さ
ま
は
、
創
造
の
御
業
を
遂
行
さ
れ
る
と
き
に
、
お
造
り
に
な
っ
た
も
の

を
し
っ
か
り
と
ご
覧
に
な
っ
て
お
ら
れ
た
は
ず
で
す
。
そ
れ
な
の
に
、
「
神
は
見
て
、
そ
れ

を
よ
し
と
さ
れ
た
。
」
と
か
、
「
神
は
お
造
り
に
な
っ
た
す
べ
て
の
も
の
を
ご
覧
に
な
っ
た
。
」

と
い
う
よ
う
に
、
ご
自
身
が
、
お
造
り
に
な
っ
た
も
の
を
改
め
て
ご
覧
に
な
る
と
い
う
こ
と

は
、
ど
う
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
か
。

こ
れ
は
、
人
間
が
、
自
分
の
造
っ
た
も
の
の
出
来
栄
え
を
確
か
め
る
た
め
に
、
改
め
て

「
検
査
」
を
す
る
の
と
同
じ
よ
う
に
考
え
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
と
い
う
の
は
、
神
さ
ま

が
直
接
、
ご
自
身
の
御
手
に
よ
っ
て
お
造
り
に
な
っ
た
も
の
に
は
失
敗
が
な
い
か
ら
で
す
。
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で
す
か
ら
、
「
神
は
お
造
り
に
な
っ
た
す
べ
て
の
も
の
を
ご
覧
に
な
っ
た
。
」
と
い
う
こ

と
は
、
ど
こ
か
に
問
題
が
あ
り
は
し
な
い
か
と
調
べ
た
と
い
う
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
む

し
ろ
、
人
間
的
な
言
い
方
を
し
ま
す
が
、
神
さ
ま
が
心
を
込
め
て
お
造
り
に
な
っ
た
も
の
に
、

改
め
て
深
い
関
心
を
寄
せ
て
く
だ
さ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
ま
す
。

か
つ
て
、
神
さ
ま
は
、
ご
自
身
が
お
造
り
に
な
っ
た
世
界
を
、
そ
れ
が
見
事
に
秩
序
立
て

ら
れ
整
え
ら
れ
て
い
る
世
界
で
あ
る
の
で
、
そ
の
世
界
自
体
の
法
則
に
任
せ
て
動
い
て
い
く

よ
う
に
さ
れ
た
。
そ
の
意
味
で
、
神
さ
ま
は
直
接
こ
の
世
界
に
関
わ
る
こ
と
か
ら
手
を
引
か

れ
た
、
と
考
え
ら
れ
た
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。
ち
ょ
う
ど
、
う
ま
く
組
み
立
て
ら
れ
た
時
計

の
ね
じ
を
巻
い
た
ら
、
後
は
時
計
が
自
動
的
に
動
い
て
い
く
と
い
う
こ
と
に
た
と
え
ら
れ
る

よ
う
な
こ
と
で
す
。

し
か
し
、
神
さ
ま
は
、
ご
自
身
が
お
造
り
に
な
っ
た
こ
の
世
界
を
、
な
る
が
ま
ま
に
任
せ

る
と
い
う
形
で
「
放
置
」
さ
れ
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
の
世
界
に
深
く
心
を
注
い
で
お

ら
れ
る
ば
か
り
で
な
く
、
ご
自
身
が
深
く
関
わ
っ
て
く
だ
さ
っ
て
お
ら
れ
ま
す
。
そ
れ
が
、

創
造
の
御
業
の
過
程
の
中
で
造
り
出
さ
れ
た
も
の
に
つ
い
て
「
神
は
見
て
、
そ
れ
を
よ
し
と

さ
れ
た
。
」
と
言
わ
れ
て
い
る
こ
と
、
特
に
、
最
後
に
、

そ
の
よ
う
に
し
て
神
は
お
造
り
に
な
っ
た
す
べ
て
の
も
の
を
ご
覧
に
な
っ
た
。
見
よ
。

そ
れ
は
非
常
に
よ
か
っ
た
。

と
言
わ
れ
て
い
る
こ
と
に
表
わ
さ
れ
て
い
ま
す
。

＊

そ
う
し
ま
す
と
、
「
見
よ
。
そ
れ
は
非
常
に
よ
か
っ
た
。
」
と
い
う
こ
と
は
、
単
に
、
ち
ゃ

ん
と
出
来
上
が
っ
て
い
た
　
　 

一
つ
一
つ
が
素
晴
ら
し
く
、
全
体
と
し
て
の
調
和
も
取
れ

て
い
る
も
の
と
し
て
造
ら
れ
て
い
た
、
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。
ち
ゃ
ん
と
出
来
上
が
っ
て
い
る
こ
と
は
、
そ
れ
が
神
さ
ま
ご
自
身
が
お
造
り
に
な
っ
た

も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
か
ら
、
初
め
か
ら
分
か
っ
て
い
る
こ
と
で
す
。

ま
ず
、
こ
こ
で
「
よ
か
っ
た
」
と
訳
さ
れ
て
い
る
言
葉
（
ト
ー
ブ
）
の
こ
と
で
す
が
、
こ

の
言
葉
は
、
非
常
に
意
味
の
広
い
言
葉
で
す
。
倫
理
的
に
「
善
い
」
こ
と
や
、
た
と
え
ば

「
良
質
で
あ
る
」
こ
と
や
「
上
出
来
な
」
こ
と
な
ど
、
一
般
的
に
「
良
い
」
こ
と
を
表
わ
す

ば
か
り
で
な
く
、
「
美
し
い
」
こ
と
や
「
正
確
で
あ
る
」
こ
と
も
表
わ
し
ま
す
し
、
「
喜
ば

し
い
」
こ
と
な
ど
も
表
わ
し
ま
す
。

そ
れ
で
、
こ
れ
は
、
神
さ
ま
ご
自
身
の
う
ち
に
喜
び
が
あ
っ
た
こ
と
を
表
わ
す
も
の
で
あ

る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
こ
れ
に
つ
き
ま
し
て
は
、
か
す
か
な
た
と
え
で
し
か
あ
り
ま
せ
ん
が
、

一
つ
の
た
と
え
を
用
い
て
お
話
し
し
ま
し
ょ
う
。
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作
曲
家
が
手
直
し
の
必
要
の
な
い
ま
で
に
遂
行
を
重
ね
て
完
成
さ
せ
た
曲
は
、
ど
こ
か
に

問
題
が
あ
り
は
し
な
い
か
と
、
「
検
査
」
を
す
る
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
し
て
、
そ
の
曲

を
作
っ
た
作
曲
家
は
、
そ
れ
が
ど
の
よ
う
な
曲
で
あ
る
か
を
十
分
理
解
し
て
い
ま
す
。
そ
う

で
あ
っ
て
も
、
実
際
に
そ
の
曲
が
演
奏
さ
れ
る
と
き
に
は
、
そ
の
作
曲
家
も
、
改
め
て
、
そ

の
美
し
さ
に
感
動
し
ま
す
。
　
　 

本
当
に
優
れ
た
「
よ
い
」
も
の
と
は
、
そ
の
よ
う
な
も

の
で
す
。
そ
の
「
よ
い
」
も
の
が
現
実
に
存
在
す
る
こ
と
が
喜
び
と
な
り
ま
す
。

そ
の
よ
う
に
し
て
神
は
お
造
り
に
な
っ
た
す
べ
て
の
も
の
を
ご
覧
に
な
っ
た
。
見
よ
。

そ
れ
は
非
常
に
よ
か
っ
た
。

と
言
わ
れ
て
い
ま
す
の
は
、
そ
の
よ
う
な
こ
と
で
し
ょ
う
。

神
さ
ま
は
、
ご
自
身
の
永
遠
の
み
こ
こ
ろ
に
従
っ
て
、
美
し
く
整
え
ら
れ
た
世
界
を
お
造

り
に
な
り
ま
し
た
。
こ
の
世
界
が
、
神
さ
ま
の
永
遠
の
み
こ
こ
ろ
の
と
お
り
に
創
造
さ
れ
た

「
よ
い
」
世
界
で
あ
り
、
そ
の
中
に
あ
る
一
つ
一
つ
の
も
の
も
「
よ
い
」
も
の
で
あ
る
こ
と

は
、
初
め
か
ら
分
か
っ
て
い
ま
し
た
。
け
れ
ど
も
、
ご
自
身
の
創
造
の
御
業
を
通
し
て
、
実

際
に
そ
れ
が
存
在
す
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
に
、
神
さ
ま
は
深
い
喜
び
を
覚
え
ら
れ
た
と
い

う
こ
と
で
す
。
　
　 

こ
の
よ
う
な
世
界
が
存
在
す
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
へ
の
喜
び
で
す
。

＊

で
は
、
神
さ
ま
は
、
こ
の
世
界
を
造
り
出
さ
れ
て
、
一
体
、
何
を
得
た
と
い
う
の
で
し
ょ

う
か
。
そ
の
よ
う
な
、
「
損
得
の
計
算
」
か
ら
言
い
ま
す
と
、
神
さ
ま
に
は
「
損
得
」
は
あ

り
ま
せ
ん
。
「
損
得
」
は
、
私
た
ち
の
よ
う
に
、
す
べ
て
の
点
に
お
い
て
限
り
の
あ
る
も
の

だ
け
に
当
て
は
ま
る
こ
と
で
す
。
特
に
、
罪
に
よ
っ
て
堕
落
し
て
し
ま
っ
た
た
め
に
、
他
の

存
在
を
搾
取
し
て
で
も
自
分
を
肥
や
そ
う
と
す
る
よ
う
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
人
間
が
す
る

「
損
得
」
の
勘
定
は
、
神
さ
ま
に
は
当
て
は
ま
り
ま
せ
ん
。

神
さ
ま
は
、
そ
の
存
在
と
す
べ
て
の
属
性
に
お
い
て
、
無
限
、
永
遠
、
不
変
の
方
で
す
。

神
さ
ま
は
、
あ
ら
ゆ
る
点
に
お
い
て
無
限
に
豊
か
な
方
で
あ
り
、
何
の
不
足
も
あ
り
ま
せ
ん
。

こ
の
世
界
が
造
ら
れ
た
か
ら
と
い
っ
て
、
神
さ
ま
に
何
か
が
増
し
加
え
ら
れ
る
こ
と
は
あ
り

ま
せ
ん
。
ま
た
、
神
さ
ま
が
ご
自
身
の
御
力
を
も
っ
て
、
私
た
ち
人
間
は
気
の
遠
く
な
る
よ

う
な
広
大
な
世
界
を
造
り
出
さ
れ
、
そ
の
す
べ
て
を
支
え
て
お
ら
れ
る
か
ら
と
い
っ
て
、
神

さ
ま
か
ら
何
か
が
出
て
い
っ
て
少
な
く
な
っ
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
も
あ
り
ま
せ
ん
。

で
す
か
ら
、
神
さ
ま
は
、
私
た
ち
人
間
を
含
め
て
、
こ
の
世
界
を
お
造
り
に
な
っ
た
こ
と

に
よ
っ
て
、
ご
自
身
の
豊
か
さ
に
何
か
を
増
し
加
え
れ
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

か
え
っ
て
、
ご
自
身
の
豊
か
さ
を
も
っ
て
、
お
造
り
に
な
っ
た
世
界
を
満
た
し
て
く
だ
さ
っ

て
お
ら
れ
ま
す
。
し
か
し
、
神
さ
ま
は
生
き
て
お
ら
れ
ま
す
。
神
さ
ま
は
、
ご
自
身
が
心
を
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注
い
で
お
造
り
に
な
っ
た
こ
の
世
界
が
存
在
す
る
こ
と
を
喜
ん
で
く
だ
さ
い
ま
す
。
特
に
、

ご
自
身
と
の
愛
の
交
わ
り
に
生
き
る
も
の
と
し
て
、
「
神
の
か
た
ち
」
に
お
造
り
に
な
っ
た

人
間
の
存
在
を
喜
ん
で
く
だ
さ
っ
て
お
ら
れ
ま
す
。
　
　 

そ
れ
は
、
こ
の
世
界
や
人
間
が

神
さ
ま
の
役
に
立
つ
か
ら
と
か
、
神
さ
ま
に
何
か
を
加
え
る
か
ら
で
は
な
く
、
こ
の
世
界
の

存
在
そ
の
も
の
を
、
特
に
、
私
た
ち
人
間
の
存
在
そ
の
も
の
を
お
喜
び
く
だ
さ
る
の
で
す
。

＊

先
週
も
、
別
の
観
点
か
ら
、
こ
れ
と
同
じ
こ
と
を
お
話
し
し
ま
し
た
が
、
こ
の
こ
と
は
、

神
さ
ま
の
み
こ
こ
ろ
を
知
る
た
め
に
、
私
た
ち
が
十
分
に
わ
き
ま
え
て
お
か
な
く
て
は
な
ら

な
い
こ
と
で
す
。
こ
の
こ
と
は
、
何
で
も
な
い
こ
と
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん

が
、
実
際
に
は
、
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
も
、
神
さ
ま
と
の
関
係
を
「
取
り
引
き
」
の
関
係
で
考
え

て
し
ま
い
が
ち
だ
か
ら
で
す
。

人
間
が
「
神
」
と
の
関
係
を
「
取
り
引
き
」
の
関
係
と
考
え
て
し
ま
う
こ
と
に
つ
い
て
、

一
つ
の
例
と
し
て
、
聖
書
の
文
化
的
な
背
景
と
な
っ
て
い
る
、
古
代
西
ア
ジ
ア
（
古
代
オ
リ

エ
ン
ト
）
の
文
化
の
中
で
記
さ
れ
た
神
話
の
一
つ
で
あ
る
、
バ
ビ
ロ
ニ
ヤ
の
創
造
神
話
『
エ

ヌ
ー
マ
　
エ
リ
シ
ュ
』
に
表
わ
さ
れ
て
い
る
、
神
と
人
間
と
の
関
係
に
つ
い
て
の
基
本
的
な

考
え
方
を
見
て
み
ま
し
ょ
う
。

そ
の
中
で
は
、
人
間
は
神
々
へ
の
奉
仕
を
す
る
た
め
に
造
ら
れ
た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

そ
の
『
エ
ヌ
ー
マ
　
エ
リ
シ
ュ
』
の
Ⅵ
板
の
五
行
〜
八
行
に
は
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い

ま
す
。私

は
血
を
固
ま
り
と
し
て
集
め
、
骨
を
造
り
出
そ
う
。
私
は
野
蛮
な
も
の
を
造
り
上
げ

よ
う
。
そ
の
名
は
「
人
間
」
と
し
よ
う
。
確
か
に
、
私
は
野
蛮
な
も
の
で
あ
る
人
間
を

造
ろ
う
。
人
間
に
は
神
々
に
奉
仕
す
る
と
い
う
務
め
を
与
え
る
こ
と
に
す
る
。
そ
れ
に

よ
っ
て
、
神
々
が
安
楽
に
過
ご
す
よ
う
に
な
る
た
め
で
あ
る
。

②

そ
の
「
血
」
は
、
反
逆
者
（
怪
獣
）
テ
ィ
ア
マ
ト
を
マ
ル
ド
ゥ
ク
（
バ
ビ
ロ
ニ
ヤ
の
主
神
）

に
反
逆
さ
せ
た
廉
で
捕
え
ら
れ
て
処
刑
さ
れ
た
、
テ
ィ
ア
マ
ト
の
軍
隊
の
最
高
指
揮
官
（
キ

ン
グ
ウ
）
の
血
で
す
。
人
間
は
、
反
逆
者
の
血
か
ら
造
ら
れ
、
神
々
へ
の
奉
仕
の
務
め
を
負

わ
さ
れ
た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
神
々
が
楽
に
な
っ
た
と
い
う
の
で
す

（
三
三
行
〜
三
六
行
参
照
）
。

こ
の
よ
う
な
神
話
は
、
堕
落
後
の
人
間
が
抱
い
て
い
る
、
神
と
人
間
の
関
係
に
つ
い
て
の

考
え
方
を
よ
く
表
わ
し
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
、
神
と
人
間
の
関
係
は
、
基
本
的
に
、
「
取
り

引
き
」
の
関
係
で
あ
る
と
い
う
の
で
す
。
人
間
が
神
に
奉
仕
す
る
と
、
神
は
そ
れ
に
応
え
て

（
報
い
て
）
、
人
間
の
た
め
に
働
い
て
く
れ
る
と
い
う
の
で
す
。
こ
の
よ
う
な
神
は
、
人
間
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の
奉
仕
を
必
要
と
し
て
い
る
神
で
す
。

こ
の
世
の
発
想
で
は
、
神
と
人
間
の
関
係
は
基
本
的
に
は
「
取
り
引
き
」
（
奉
仕
）
の
関

係
で
す
。
そ
れ
ぞ
れ
の
働
き
が
、
互
い
に
と
っ
て
必
要
で
あ
る
と
い
う
こ
と
の
上
に
成
り
立
っ

て
い
る
関
係
で
す
。

＊

先
ほ
ど
も
言
い
ま
し
た
よ
う
に
、
そ
の
存
在
と
す
べ
て
の
属
性
に
お
い
て
、
無
限
、
永
遠
、

不
変
の
方
で
あ
る
神
さ
ま
は
、
あ
ら
ゆ
る
点
に
お
い
て
無
限
に
豊
か
な
方
で
す
。
こ
の
世
界

を
お
造
り
に
な
っ
た
と
い
っ
て
、
ご
自
身
に
何
か
が
増
し
加
え
ら
れ
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

む
し
ろ
、
神
さ
ま
は
ご
自
身
の
豊
か
さ
を
も
っ
て
、
造
ら
れ
た
も
の
を
満
た
し
て
く
だ
さ
っ

て
い
ま
す
。

神
さ
ま
が
こ
の
よ
う
な
方
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
、
単
に
知
識
と
し
て
知
っ
て
い
る
だ
け

で
は
十
分
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
の
よ
う
な
知
識
を
も
っ
て
い
な
が
ら
、
実
際
に
は
、
ほ
と

ん
ど
無
意
識
の
う
ち
に
、
神
さ
ま
と
自
分
た
ち
が
「
取
り
引
き
」
の
関
係
に
あ
る
か
の
よ
う

に
受
け
止
め
て
し
ま
っ
て
い
る
人
々
は
め
ず
ら
し
く
な
い
か
ら
で
す
。

そ
の
よ
う
な
、
歪
ん
だ
受
け
止
め
方
が
自
分
の
う
ち
に
あ
る
こ
と
に
気
づ
か
な
い
ま
ま
に
、

神
さ
ま
の
み
こ
こ
ろ
を
求
め
ま
す
と
、
み
こ
こ
ろ
の
理
解
が
根
本
的
に
誤
っ
て
し
ま
い
ま
す
。

た
と
え
ば
、
ど
の
よ
う
な
奉
仕
を
す
べ
き
か
と
い
う
前
に
、
神
さ
ま
と
の
関
係
が
「
取
り

引
き
」
の
よ
う
に
受
け
止
め
て
い
る
と
し
た
ら
、
そ
の
よ
う
な
受
け
止
め
方
を
し
な
が
ら
奉

仕
を
す
る
と
い
う
こ
と
自
体
が
、
み
こ
こ
ろ
か
ら
外
れ
て
し
ま
っ
て
い
ま
す
。

神
さ
ま
と
の
関
係
を
そ
の
よ
う
に
受
け
止
め
る
こ
と
か
ら
は
、
二
つ
の
問
題
が
生
ま
れ
て

く
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

一
つ
は
、
神
さ
ま
は
自
分
た
ち
の
奉
仕
を
必
要
と
し
て
い
る
と
い
う
発
想
が
も
と
に
な
っ

て
、
奉
仕
を
し
な
い
と
、
神
さ
ま
の
怒
り
を
招
く
こ
と
に
な
る
、
と
い
う
よ
う
な
「
恐
怖
感
」

が
そ
の
人
の
う
ち
に
生
ま
れ
て
き
ま
す
。
そ
れ
は
、
こ
の
世
の
「
神
」
が
「
た
た
る
」
と
い

う
よ
う
な
こ
と
と
同
じ
で
す
。
言
う
ま
で
も
な
く
、
神
さ
ま
を
「
畏
れ
る
こ
と
」
と
、
「
神
」

の
機
嫌
を
損
ね
る
の
で
は
な
い
か
と
「
恐
れ
る
こ
と
」
は
ま
っ
た
く
違
い
ま
す
。

残
念
な
こ
と
に
は
、
指
導
者
た
ち
が
、
そ
の
よ
う
な
「
恐
怖
感
」
を
煽
っ
て
、
人
々
を
奉

仕
へ
と
駆
り
立
て
よ
う
と
す
る
場
合
も
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
「
恐
怖
感
」
に

基
づ
く
「
奉
仕
」
は
神
さ
ま
が
求
め
て
お
ら
れ
る
奉
仕
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
　
　 

こ
の
点

に
つ
き
ま
し
て
は
、
日
を
改
め
て
お
話
し
し
ま
す
。

も
う
一
つ
の
問
題
は
、
そ
の
逆
の
こ
と
で
す
。
や
は
り
、
神
さ
ま
は
自
分
た
ち
の
奉
仕
を

必
要
と
し
て
い
る
、
と
い
う
発
想
が
あ
る
た
め
に
、
熱
心
な
奉
仕
を
し
て
い
る
人
々
が
、
自
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分
の
奉
仕
の
実
績
に
頼
る
よ
う
に
な
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
自
分
の
「
実
績
」
に
頼
っ
て
い

る
人
々
の
例
は
、
マ
タ
イ
の
福
音
書
七
章
二
二
節
、
二
三
節
で
、

そ
の
日
に
は
、
大
ぜ
い
の
者
が
わ
た
し
に
言
う
で
し
ょ
う
。
「
主
よ
、
主
よ
。
私
た
ち

は
あ
な
た
の
名
に
よ
っ
て
預
言
を
し
、
あ
な
た
の
名
に
よ
っ
て
悪
霊
を
追
い
出
し
、
あ

な
た
の
名
に
よ
っ
て
奇
蹟
を
た
く
さ
ん
行
な
っ
た
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。
」
し
か
し
、

そ
の
時
、
わ
た
し
は
彼
ら
に
こ
う
宣
告
し
ま
す
。
「
わ
た
し
は
あ
な
た
が
た
を
全
然
知

ら
な
い
。
不
法
を
な
す
者
ど
も
。
わ
た
し
か
ら
離
れ
て
行
け
。
」

と
言
わ
れ
て
い
る
人
々
で
す
。

こ
の
二
つ
の
問
題
の
現
わ
れ
た
形
は
、
神
さ
ま
に
対
す
る
「
恐
怖
感
」
と
「
大
胆
さ
」
と

い
う
よ
う
に
、
正
反
対
の
も
の
で
す
が
、
そ
の
奥
に
あ
る
、
神
さ
ま
と
人
間
の
関
係
に
つ
い

て
の
発
想
は
同
じ
で
す
。
そ
し
て
、
そ
れ
が
、
神
さ
ま
の
み
こ
こ
ろ
に
つ
い
て
の
理
解
を
、

根
本
か
ら
誤
ら
せ
て
い
ま
す
。

も
し
、
ご
自
身
の
中
に
、
こ
の
よ
う
な
「
恐
怖
感
」
か
「
大
胆
さ
」
が
あ
る
こ
と
に
気
づ

か
れ
ま
し
た
ら
、
さ
ら
に
、
深
い
と
こ
ろ
で
、
神
さ
ま
と
の
関
係
を
「
取
り
引
き
」
の
関
係

で
考
え
て
い
る
よ
う
な
こ
と
は
な
い
か
と
、
振
り
返
っ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
そ

の
よ
う
な
発
想
を
持
ち
続
け
た
ま
ま
で
、
神
さ
ま
の
み
こ
こ
ろ
を
求
め
て
も
、
根
本
的
な
と

こ
ろ
で
誤
っ
て
し
ま
い
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

①  

こ
の
宇
宙
の
全
体
に
わ
た
る
物
質
的
な
世
界
を
律
し
て
い
る
法
則
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
る
の
は
、

一
般
に
「
エ
ン
ト
ロ
ピ
ー
増
大
の
法
則
」
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
「
熱
力
学
の
第
二
法
則
」
で
す
。

こ
れ
は
、
「
外
か
ら
何
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
加
え
ら
れ
な
い
と
こ
ろ
（
閉
じ
ら
れ
た
系
）
で
は
、
エ

ン
ト
ロ
ピ
ー
は
増
大
す
る
。
」
と
い
う
法
則
で
す
。
「
エ
ン
ト
ロ
ピ
ー
が
増
大
す
る
」
と
い
う
こ

と
は
、
暖
か
い
も
の
や
冷
た
い
も
の
が
平
均
化
さ
れ
て
い
き
、
最
終
的
に
「
熱
平
衡
の
状
態
」
に

な
っ
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
秩
序
立
て
ら
れ
て
い
る
も
の
の
秩
序
は
崩

壊
し
て
、
無
秩
序
や
混
乱
が
増
え
て
い
き
ま
す
。
な
ぜ
、
「
エ
ン
ト
ロ
ピ
ー
増
大
の
法
則
」
が
成

り
立
つ
の
か
と
い
い
ま
す
と
、
物
質
の
最
小
単
位
で
あ
る
素
粒
子
の
動
き
が
一
定
し
て
い
な
く
て
、

全
体
と
し
て
は
平
均
化
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

②
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