
書

評

大
貫
隆
著『

イ
エ
ス
と
い
う
経
験
』

は
　
じ
　
め
　
に

橋
　
川
　
裕
　
之

　
新
約
聖
書
研
究
の
世
界
で
史
的
イ
エ
ス
探
求
の
試
み
が
本
格
化
し
て
久
し

い
。
イ
エ
ス
と
は
ど
の
よ
う
な
人
物
で
、
ど
の
よ
う
に
生
き
、
ど
の
よ
う
に

死
ん
だ
の
か
。
彼
の
真
の
教
え
と
は
何
で
あ
っ
た
の
か
。
イ
エ
ス
を
め
ぐ
る

こ
う
し
た
素
朴
で
あ
り
な
が
ら
も
根
源
的
な
問
い
は
、
イ
エ
ス
の
生
き
た
一

世
紀
以
来
、
信
者
で
あ
る
か
否
か
を
問
わ
ず
、
多
く
の
人
々
の
興
味
を
惹
き

つ
け
て
き
た
。
歴
史
を
重
視
す
る
見
地
に
立
て
ば
、
キ
リ
ス
ト
教
会
の
制
度

的
な
確
立
と
そ
の
後
の
発
展
に
は
、
イ
エ
ス
を
継
承
す
る
宗
教
権
威
の
下
で
、

イ
エ
ス
を
め
ぐ
る
無
数
の
解
釈
が
異
端
と
し
て
捨
象
さ
れ
、
＝
つ
の
正
し

い
解
釈
」
（
1
1
正
統
）
が
構
築
さ
れ
る
永
続
的
プ
ロ
セ
ス
が
と
も
な
っ
て
い

た
と
考
え
ら
れ
る
。
史
的
イ
エ
ス
の
探
求
と
は
、
こ
の
＝
つ
の
正
し
い
解

釈
」
を
相
対
化
し
た
う
え
で
、
福
音
書
記
事
や
そ
の
他
の
史
料
を
批
判
的
に

検
討
し
、
イ
エ
ス
の
歴
史
的
実
像
に
迫
ろ
う
と
す
る
研
究
の
こ
と
を
意
味
す

る
。
も
と
も
と
は
、
ド
イ
ツ
の
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
系
新
約
学
者
た
ち
の
独
壇

場
で
あ
っ
た
が
、
現
在
は
カ
ト
リ
ッ
ク
や
非
信
者
の
学
者
を
も
巻
き
込
み
、

ド
イ
ツ
の
枠
を
越
え
て
世
界
的
に
展
開
さ
れ
て
い
る
。
特
筆
す
べ
き
は
、
ア

メ
リ
カ
（
北
米
）
の
新
約
学
界
の
現
況
で
あ
ろ
う
。
一
九
七
〇
年
代
頃
よ
り

盛
ん
に
な
っ
た
ア
メ
リ
カ
の
イ
エ
ス
研
究
は
、
　
一
九
世
紀
と
二
〇
巻
紀
中
葉

の
二
期
に
わ
た
る
ド
イ
ツ
で
の
探
求
を
踏
ま
え
て
、
「
第
三
の
探
求
」
と
呼

ば
れ
て
い
る
。
毎
年
、
史
的
イ
エ
ス
を
め
ぐ
る
試
し
い
量
の
専
門
論
文
、
研

究
書
が
現
れ
、
イ
エ
ス
研
究
熱
が
沈
静
化
す
る
気
配
は
一
向
に
感
じ
ら
れ
な

い
。
こ
の
史
的
イ
エ
ス
研
究
の
現
状
は
、
日
本
の
出
版
界
に
も
反
映
さ
れ
て

い
る
。
か
つ
て
新
約
研
究
と
い
え
ば
、
ド
イ
ツ
語
専
門
書
か
ら
の
翻
訳
一
辺

倒
で
あ
っ
た
が
、
近
年
で
は
ア
メ
リ
カ
学
界
で
評
判
を
呼
ん
だ
良
質
な
書
物

も
多
く
訳
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

　
複
数
の
史
料
書
語
を
学
ぶ
必
要
に
加
え
て
、
研
究
文
献
の
爆
発
的
増
加
に

よ
っ
て
専
門
家
で
す
ら
困
難
さ
を
吐
露
す
る
史
的
イ
エ
ス
の
問
題
に
、
真
正

面
か
ら
取
り
組
も
う
と
し
た
の
が
本
書
『
イ
エ
ス
と
い
う
経
験
』
で
あ
る
。

書
き
手
は
、
グ
ノ
ー
シ
ス
と
新
約
、
そ
れ
ぞ
れ
の
研
究
領
域
に
お
い
て
わ
が

国
を
代
表
す
る
学
者
、
大
貫
開
館
（
以
下
、
敬
称
略
）
で
あ
る
。
ヨ
ハ
ネ
福

音
書
の
研
究
を
出
発
点
と
す
る
大
貫
は
、
こ
れ
ま
で
グ
ノ
ー
シ
ス
の
文
献
学

研
究
や
新
約
の
文
学
社
会
学
研
究
な
ど
で
大
き
な
成
果
を
挙
げ
、
そ
れ
ら
は

数
多
く
の
論
文
や
著
書
に
ま
と
め
ら
れ
て
き
た
。
こ
う
し
た
長
年
に
及
ぶ
着

実
か
つ
重
要
な
研
究
を
経
て
、
つ
い
に
大
貫
は
史
的
イ
エ
ス
の
問
題
に
足
を

踏
み
入
れ
た
の
で
あ
る
。
イ
エ
ス
の
歴
史
的
な
経
験
を
再
構
成
し
よ
う
と
す

る
大
貫
の
試
み
は
、
果
た
し
て
成
功
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
本
稿
で
は
、

大
貫
の
展
開
す
る
議
論
を
な
る
べ
く
忠
実
に
紹
介
し
た
う
え
で
、
大
貫
の
史

料
批
判
の
方
法
と
歴
史
的
な
事
象
に
村
す
る
ア
プ
ロ
ー
チ
に
焦
点
を
当
て
て
、

本
書
の
持
つ
意
義
に
つ
い
て
吟
屯
し
て
み
た
い
。
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評封匁

日

　
な
お
、
評
者
は
ビ
ザ
ン
ツ
の
教
会
・
宗
教
史
を
主
専
門
と
し
て
お
り
、
新

約
学
や
イ
エ
ス
研
究
の
専
門
家
で
は
な
い
。
そ
の
た
め
、
読
者
に
あ
っ
て
は

評
者
に
よ
る
批
評
が
不
適
切
だ
と
思
わ
れ
る
向
き
も
あ
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、

評
者
は
近
年
、
ビ
ザ
ン
ツ
の
キ
リ
ス
ト
教
と
そ
れ
に
ま
つ
わ
る
諸
現
象
を
ユ

ダ
ヤ
・
キ
リ
ス
ト
教
の
ル
ー
ツ
か
ら
検
討
し
な
お
す
必
要
を
感
じ
、
古
代
教

会
史
お
よ
び
新
旧
聖
書
学
の
諸
成
果
を
集
中
的
に
読
み
込
ん
で
き
た
。
無
論
、

細
か
な
議
論
に
つ
い
て
は
そ
の
道
の
専
門
家
に
譲
る
し
か
な
い
の
で
あ
る
が
、

大
貫
の
研
究
を
歴
史
学
の
見
地
か
ら
見
定
め
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
と
考
え

て
い
る
。

『
イ
エ
ス
と
い
う
経
験
騙
の
内
容
と
論
旨

本
書
の
事
立
て
は
次
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

は
じ
め
に
　
本
書
の
課
題
と
方
法

第
　
章
　
こ
れ
ま
で
の
研
究

第
二
章
　
時
代
と
先
駆
け

第
三
章
　
イ
エ
ス
の
覚
醒
体
験
と
「
神
の
国
」

　
　
　
　
　
ー
イ
メ
ー
ジ
・
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
初
発

第
四
章
　
イ
エ
ス
の
発
言
　
　
イ
メ
ー
ジ
・
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
編
む

第
五
章
　
イ
エ
ス
の
生
活
と
行
動

　
　
　
　
　
　
　
イ
メ
ー
ジ
・
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
生
き
る

第
六
章
　
最
後
の
日
々
ー
イ
メ
ー
ジ
・
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
高
揚
と
破
裂

第
七
章
　
復
活
信
仰
と
原
始
キ
リ
ス
ト
教
の
成
立

　
　
　
　
　
　
　
イ
メ
ー
ジ
・
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
組
み
替
え

第
八
章
　
　
「
全
時
的
今
」
を
生
き
る
一
新
し
い
非
神
話
化
を
目
指
し
て

　
「
は
じ
め
に
」
で
は
、
本
書
の
課
題
と
方
法
が
明
確
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

大
貫
は
ま
ず
、
二
〇
〇
～
年
九
月
＝
日
に
生
じ
た
岡
時
多
発
テ
ロ
以
降
の

ア
メ
リ
カ
の
政
治
、
社
会
状
況
を
引
き
合
い
に
出
し
な
が
ら
、
イ
エ
ス
の
死

後
に
成
立
し
、
約
二
千
年
後
の
現
在
に
あ
っ
て
、
大
統
領
ブ
ッ
シ
ュ
の
対
外

政
策
お
よ
び
ア
メ
リ
カ
国
内
世
論
の
～
部
を
動
機
づ
け
て
い
る
キ
リ
ス
ト
教

「
標
準
文
法
」
を
門
脱
構
築
」
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
説
く
。
こ
の
目
的

の
た
め
に
重
要
と
な
る
の
は
、
イ
エ
ス
自
身
の
「
今
」
の
経
験
と
、
そ
の
弟

子
た
ち
に
よ
る
イ
エ
ス
経
験
と
を
峻
別
し
た
う
え
で
、
イ
エ
ス
の
生
活
と
行

動
が
い
か
な
る
内
的
論
理
に
も
と
づ
い
て
い
た
の
か
、
そ
し
て
、
十
字
架
上

で
死
を
遂
げ
た
「
人
間
」
イ
エ
ス
を
「
神
の
子
」
と
し
て
理
解
す
る
「
標
準

文
法
」
が
い
か
に
し
て
成
立
し
た
か
を
問
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
に
答
え
る

た
め
に
大
貫
が
採
用
す
る
の
は
「
イ
メ
ー
ジ
・
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
」
と
い
う
新

視
角
で
あ
る
。
大
貫
に
よ
れ
ば
、
イ
エ
ス
は
同
時
代
の
種
々
の
神
話
的
、
前

論
理
的
思
考
に
特
徴
づ
け
ら
れ
た
「
古
代
人
」
で
あ
り
、
彼
の
表
象
や
イ

メ
ー
ジ
は
、
「
神
の
国
」
を
中
心
的
モ
チ
ー
フ
と
す
る
一
つ
の
ネ
ッ
ト
ワ
…

ク
を
形
成
し
て
い
た
。
こ
の
イ
メ
ー
ジ
：
不
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
成
立
と
そ
の
後

の
展
開
は
、
福
音
書
を
批
判
的
に
読
解
し
、
生
前
の
イ
エ
ス
の
三
葉
を
慎
重

に
検
討
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
跡
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
以
上
の
よ
う
に
、

課
題
と
方
法
が
明
示
さ
れ
、
本
書
の
考
察
は
開
始
さ
れ
る
。

　
第
～
章
で
は
、
イ
エ
ス
の
イ
メ
ー
ジ
・
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
と
い
う
視
角
を
研

究
史
上
に
位
置
づ
け
る
べ
く
、
こ
れ
ま
で
の
国
内
外
の
イ
エ
ス
研
究
の
動
向

が
概
観
さ
れ
て
い
る
。
八
木
誠
～
や
荒
井
献
、
田
川
建
三
ら
、
わ
が
国
の
高

名
な
新
約
学
者
の
研
究
に
も
触
れ
て
は
い
る
が
（
大
貫
が
よ
り
多
く
の
紙
幅

を
割
い
て
検
討
し
て
い
る
の
は
、
国
外
、
と
り
わ
け
ド
イ
ツ
と
ア
メ
リ
カ
の

研
究
で
あ
る
。
A
・
シ
ュ
ヴ
ァ
イ
ツ
ァ
ー
や
R
・
ブ
ル
ト
マ
ソ
ら
数
世
代
前
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の
大
家
か
ら
、
現
在
の
学
界
を
代
表
す
る
G
・
タ
イ
セ
ン
に
至
る
ま
で
、
ド

イ
ツ
の
新
約
学
者
た
ち
は
概
ね
、
イ
エ
ス
の
運
動
を
「
神
の
国
」
の
私
信
を

中
心
と
す
る
終
末
論
的
性
質
の
も
の
と
み
な
し
て
い
る
。
こ
の
伝
統
的
な
終

末
論
的
解
釈
に
対
し
て
声
高
に
異
議
を
唱
え
て
い
る
の
が
、
「
第
三
の
探

求
一
を
代
表
す
る
D
・
ク
ロ
ッ
サ
ン
や
M
・
ボ
ー
グ
ら
、
ア
メ
リ
カ
の
学
者

た
ち
で
あ
る
。
彼
ら
は
、
Q
資
料
も
し
く
は
Q
福
音
書
と
呼
ば
れ
る
イ
エ
ス

　
　
　
　
①

の
語
録
資
料
の
分
析
に
も
と
づ
い
て
、
「
知
懲
の
教
師
扁
や
門
犬
儒
派
賢

者
」
と
し
て
の
イ
エ
ス
像
を
提
示
し
た
。
大
貫
は
、
ク
ロ
ッ
サ
ン
ら
の
非
終

末
論
的
イ
エ
ス
解
釈
に
は
資
料
操
作
の
点
で
問
題
が
あ
り
、
さ
ら
に
、
イ
エ

ス
の
醤
動
の
内
的
動
機
づ
け
が
不
明
確
で
あ
る
と
強
く
批
判
す
る
。
大
貫
に

よ
れ
ば
、
福
音
書
に
一
度
し
か
現
れ
な
い
イ
エ
ス
の
言
葉
を
い
か
に
理
解
す

る
か
が
、
史
的
イ
エ
ス
を
再
構
成
す
る
た
め
の
鍵
を
握
っ
て
い
る
と
い
う
。

従
来
の
研
究
で
は
、
そ
う
し
た
言
葉
は
真
正
性
が
は
な
か
ら
疑
わ
れ
、
考
察

対
象
か
ら
除
外
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
そ
れ
ら
の
真
正
性
を
改
め
て
問
う

た
う
え
で
、
真
正
で
あ
れ
ば
、
イ
エ
ス
の
イ
メ
ー
ジ
：
不
ッ
ト
ワ
ー
ク
と
の

連
関
を
問
う
必
要
が
あ
る
と
大
貫
は
主
張
す
る
。

　
第
二
章
で
は
、
イ
エ
ス
の
幼
年
期
と
洗
礼
者
ヨ
ハ
ネ
の
問
題
が
考
察
さ
れ

る
。
イ
エ
ス
の
厚
い
立
ち
に
つ
い
て
は
、
マ
タ
イ
と
ル
カ
に
よ
る
記
述
が
あ

る
も
の
の
、
確
固
と
し
た
史
実
は
何
も
伝
わ
っ
て
お
ら
ず
、
同
時
代
ユ
ダ
ヤ

社
会
の
状
況
か
ら
推
測
す
る
ほ
か
は
な
い
。
ク
ロ
ッ
サ
ン
は
、
イ
エ
ス
を
識

字
能
力
の
な
い
ユ
ダ
ヤ
人
貧
農
と
み
な
し
た
が
、
大
貫
は
、
C
・
ヘ
ザ
ー
に

よ
る
識
字
率
の
研
究
な
ど
に
依
拠
し
な
が
ら
、
イ
エ
ス
に
識
字
能
力
を
認
め

る
立
場
を
と
っ
て
い
る
。
次
い
で
、
大
貫
は
イ
エ
ス
と
洗
礼
者
ヨ
ハ
ネ
の
関

係
と
い
う
研
究
史
上
の
大
問
題
に
議
論
を
進
め
る
。
イ
エ
ス
の
生
き
た
時
代

は
、
ロ
ー
マ
支
配
に
抗
す
る
「
政
治
主
義
的
メ
シ
ア
運
動
」
が
勃
発
し
た
時

代
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
モ
ー
セ
伝
承
に
よ
っ
て
特
徴
づ
け
ら
れ
た
反
ロ
ー

マ
的
政
治
運
動
と
、
洗
礼
者
ヨ
ハ
ネ
に
よ
る
運
動
は
そ
の
性
質
を
全
く
異
に

す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
大
貫
は
、
マ
ル
コ
、
マ
タ
イ
、
ル
カ
に
共
通
す
る
ヨ

ハ
ネ
記
述
を
分
析
し
、
ヨ
ハ
ネ
を
特
徴
づ
け
る
の
は
ユ
ダ
ヤ
教
黙
示
文
学
に

見
ら
れ
る
終
末
論
で
あ
っ
た
と
す
る
。
イ
エ
ス
は
一
旦
、
ヨ
ハ
ネ
の
弟
子
と

な
る
も
、
そ
の
後
輩
か
ら
独
立
し
て
自
ら
の
運
動
を
開
始
し
た
。
イ
エ
ス
は

ヨ
ハ
ネ
か
ら
大
き
な
影
響
を
受
け
た
が
、
そ
こ
に
「
神
の
国
」
の
私
信
は
含

ま
れ
な
い
と
大
貫
は
断
言
す
る
。
そ
の
独
自
性
を
明
ら
か
に
す
る
も
の
こ
そ
、

イ
エ
ス
の
イ
メ
ー
ジ
・
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
な
の
で
あ
る
。

　
そ
れ
で
は
、
イ
エ
ス
の
イ
メ
ー
ジ
：
不
ッ
ト
ワ
ー
ク
は
い
か
に
し
て
形
成

さ
れ
、
彼
の
運
動
は
い
か
に
し
て
始
ま
っ
た
の
か
。
第
三
章
が
扱
う
の
は
こ

の
問
題
で
あ
る
。
大
貫
は
ま
ず
、
Q
資
料
経
由
で
マ
タ
イ
と
ル
カ
に
伝
わ
る

「
洗
礼
者
ヨ
ハ
ネ
と
イ
エ
ス
」
の
記
事
か
ら
、
イ
エ
ス
が
自
ら
を
新
時
代
の

開
始
を
告
げ
る
存
在
と
位
置
づ
け
て
い
た
と
す
る
。
次
い
で
、
ル
カ
に
あ
る

「
私
は
サ
タ
ン
が
稲
妻
の
よ
う
に
天
か
ら
地
に
落
ち
る
の
を
見
て
い
た
」

（一

Z
章
1
8
節
）
と
い
う
語
を
イ
エ
ス
の
真
正
の
言
葉
と
み
な
す
。
こ
の
府

営
は
イ
エ
ス
に
と
っ
て
、
そ
の
存
在
を
根
底
か
ら
揺
る
が
す
覚
醒
体
験
、
大

貫
に
言
わ
せ
れ
ば
「
宇
宙
の
晴
れ
上
が
り
」
で
あ
っ
た
。
サ
タ
ン
が
放
逐
さ

れ
た
後
の
天
上
で
は
、
神
の
国
が
隈
な
く
実
現
し
、
神
の
祝
宴
が
始
ま
っ
た
。

こ
の
神
の
祝
宴
の
イ
メ
ー
ジ
こ
そ
、
「
父
な
る
神
」
の
観
念
と
な
ら
ん
で
、

イ
エ
ス
の
イ
メ
ー
ジ
・
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
意
味
づ
け
、
作
動
さ
せ
る
「
ル
ー

ト
・
メ
タ
フ
ァ
ー
」
と
な
っ
て
い
る
。
大
貫
は
以
上
の
よ
う
に
理
解
し
た
う

え
で
、
イ
エ
ス
が
、
な
ぜ
ヨ
ハ
ネ
の
よ
う
に
荒
野
に
留
ま
る
こ
と
な
く
、
町

か
ら
町
、
村
か
ら
村
へ
と
逓
治
し
た
の
か
と
い
う
研
究
史
上
の
難
問
に
明
快

に
答
え
る
。
イ
エ
ス
は
、
地
上
に
降
臨
し
て
人
々
を
悪
へ
と
追
い
や
る
サ
タ
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ン
と
闘
い
、
神
の
支
配
を
貫
徹
さ
せ
よ
う
と
し
た
の
だ
、
と
。

　
第
四
章
で
考
察
さ
れ
て
い
る
の
は
、
イ
エ
ス
の
時
閥
理
解
と
「
神
の
国
」

の
讐
え
、
そ
し
て
「
さ
ば
き
」
で
あ
る
。
マ
ル
コ
の
福
音
書
の
冒
頭
に
は
、

「
時
は
満
ち
、
神
の
国
は
近
づ
い
た
。
悔
い
改
め
て
福
音
を
信
じ
な
さ
い
」

（一

ﾍ
1
5
節
）
と
い
う
イ
エ
ス
の
有
名
な
書
風
が
置
か
れ
て
い
る
。
大
貫
は
、

こ
れ
を
マ
ル
コ
に
よ
る
編
集
句
と
す
る
学
説
を
退
け
、
イ
エ
ス
の
真
正
の
言

葉
と
解
す
る
。
そ
し
て
、
過
去
・
現
在
・
未
来
す
べ
て
を
一
点
に
内
包
す
る

「
全
時
的
今
」
と
い
う
概
念
を
提
起
し
、
イ
エ
ス
に
よ
っ
て
表
明
さ
れ
た
の

は
、
こ
の
「
全
時
的
今
扁
の
認
識
で
あ
っ
た
と
説
く
。
ま
た
、
イ
エ
ス
の
書

葉
と
さ
れ
る
も
の
の
中
に
は
、
「
神
の
国
」
を
讐
え
に
よ
っ
て
表
現
し
た
も

の
が
多
く
含
ま
れ
る
。
大
貫
は
こ
れ
に
つ
い
て
、
実
現
し
つ
つ
あ
る
「
神
の

国
」
の
切
迫
性
を
見
る
先
行
研
究
に
概
ね
同
意
し
て
い
る
。
～
方
、
福
音
書

に
は
、
イ
エ
ス
が
如
実
に
終
末
思
想
を
表
明
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
語
句
が

い
く
つ
も
存
在
す
る
。
こ
う
し
た
語
句
は
、
従
来
、
終
末
論
的
イ
エ
ス
論
者

に
あ
っ
て
は
、
ま
さ
し
く
イ
エ
ス
が
終
末
時
の
最
後
の
審
判
を
言
明
し
た
も

の
と
理
解
さ
れ
、
一
方
、
非
終
末
論
的
論
者
に
あ
っ
て
は
、
ダ
ニ
エ
ル
書
な

ど
の
ユ
ダ
ヤ
教
黙
示
文
学
を
参
照
し
た
凶
音
書
記
者
に
よ
る
編
集
句
と
さ
れ

た
。
大
貫
は
前
者
の
説
を
あ
る
程
度
受
け
入
れ
つ
つ
も
、
「
人
の
子
」
が

「
神
の
国
」
と
同
義
で
あ
る
と
い
う
新
説
を
披
露
し
、
門
鑑
の
国
偏
の
漸
次

的
実
現
と
「
さ
ば
き
」
が
イ
エ
ス
の
「
全
心
抽
斗
」
の
時
間
認
識
に
あ
っ
て

は
同
時
発
生
し
て
い
た
と
主
張
し
て
い
る
。

　
前
章
に
続
い
て
第
五
章
に
お
い
て
も
、
イ
エ
ス
の
発
醤
と
行
動
の
具
体
相

が
考
察
さ
れ
て
い
る
。
ま
ず
、
大
貫
は
イ
エ
ス
に
よ
る
一
二
人
の
弟
子
の
選

定
と
裏
切
り
の
ユ
ダ
の
存
在
を
と
も
に
史
実
と
確
認
す
る
。
天
上
に
お
け
る

「
神
の
国
偏
の
実
現
を
確
信
し
た
イ
エ
ス
は
、
「
預
言
者
的
な
象
徴
行
動
」

を
次
か
ら
次
へ
と
起
こ
し
、
同
時
代
人
に
大
き
な
イ
ン
パ
ク
ト
を
与
え
て
い

く
。
彼
は
、
杖
も
袋
も
持
た
ず
、
裸
足
で
逓
歴
し
、
社
会
的
な
差
別
を
受
け

る
賎
民
や
女
性
、
子
供
と
も
分
け
隔
て
な
く
接
し
た
。
大
貫
は
社
会
学
的
な

検
討
に
も
と
づ
い
て
、
聖
書
に
伝
わ
る
奇
跡
物
語
は
、
史
実
と
い
う
よ
り
も

フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
で
あ
り
、
イ
エ
ス
が
「
神
の
国
」
の
到
来
を
象
徴
的
に
示
す

べ
く
実
際
に
行
っ
た
病
人
治
癒
と
悪
霊
払
い
が
核
と
な
っ
て
形
成
さ
れ
た
と

考
え
て
い
る
。

　
自
ら
の
イ
メ
ー
ジ
：
不
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
編
み
、
そ
れ
を
生
き
よ
う
と
し
た

イ
エ
ス
で
あ
っ
た
が
、
ガ
リ
ラ
ヤ
で
の
宣
教
活
動
は
不
成
功
に
終
わ
り
、
彼

は
エ
ル
サ
レ
ム
上
京
を
決
意
す
る
。
第
六
章
が
扱
う
の
は
、
イ
エ
ス
の
エ
ル

サ
レ
ム
上
京
と
刑
死
で
あ
る
。
イ
エ
ス
は
、
エ
ル
サ
レ
ム
行
き
を
思
い
と
ど

ま
ら
せ
よ
う
と
し
た
弟
子
ペ
テ
ロ
に
サ
タ
ン
の
驚
き
を
見
て
、
「
サ
タ
ン
、

退
け
」
と
一
喝
す
る
。
ま
た
、
イ
エ
ス
は
、
エ
ル
サ
レ
ム
神
殿
の
破
壊
を
予

告
す
る
な
ど
挑
発
的
な
発
言
を
行
う
。
大
貫
は
、
こ
う
し
た
発
雷
に
、
イ
エ

ス
の
イ
メ
ー
ジ
：
不
ッ
ト
ワ
！
ク
の
高
揚
を
見
る
。
地
上
で
の
「
神
の
国
」

の
実
現
が
迫
り
、
来
る
べ
き
識
神
の
国
」
は
エ
ル
サ
レ
ム
神
殿
を
中
心
と
し

な
い
の
で
あ
る
。
や
が
て
イ
エ
ス
は
死
を
予
感
し
、
恐
れ
悶
え
始
め
る
。
そ

し
て
、
ユ
ダ
の
裏
切
り
に
よ
っ
て
逮
捕
さ
れ
た
イ
エ
ス
は
、
審
問
に
沈
黙
で

答
え
る
。
大
貫
は
、
こ
う
し
た
イ
エ
ス
の
一
連
の
行
動
を
史
実
と
み
な
す
。

大
貫
に
し
た
が
え
ば
、
「
神
の
国
」
実
現
へ
の
イ
エ
ス
の
確
信
は
揺
ら
ぎ
始

め
た
の
で
あ
る
。
十
字
架
に
つ
け
ら
れ
た
イ
エ
ス
は
絶
叫
を
も
っ
て
果
て
る
。

大
貫
は
、
こ
の
イ
エ
ス
の
絶
叫
を
イ
メ
ー
ジ
・
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
破
裂
す
る

瞬
間
で
あ
っ
た
と
解
し
、
イ
エ
ス
は
「
自
分
自
身
に
と
っ
て
意
味
不
明
の
謎

の
死
を
死
ん
だ
」
と
結
論
づ
け
て
い
る
。

　
第
七
章
で
は
イ
エ
ス
死
後
の
イ
メ
ー
ジ
・
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
展
開
が
論
じ
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ら
れ
る
。
イ
エ
ス
の
復
活
を
確
信
し
た
弟
子
た
ち
は
、
イ
エ
ス
の
死
の
謎
を

理
解
す
る
た
め
旧
約
聖
書
の
読
解
に
向
か
い
、
神
の
救
済
計
画
の
中
で
イ
エ

ス
が
人
類
の
襟
掛
の
た
め
に
死
し
た
と
い
う
理
解
に
到
達
す
る
。
こ
の
「
解

釈
学
的
な
事
件
扁
の
帰
結
と
し
て
、
イ
エ
ス
を
「
神
の
子
」
に
し
て
「
メ
シ

ア
目
キ
リ
ス
ト
し
と
み
な
す
キ
リ
ス
ト
論
が
成
立
し
た
。
そ
れ
に
と
も
な
っ

て
、
イ
エ
ス
の
イ
メ
ー
ジ
・
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
根
本
的
な
組
み
替
え
が
生
じ

る
。
イ
エ
ス
の
弟
子
た
ち
に
は
、
イ
エ
ス
の
イ
メ
ー
ジ
：
不
ッ
ト
ワ
ー
ク
や

そ
の
「
全
時
諸
恋
」
は
理
解
で
き
な
か
っ
た
。
彼
ら
は
、
自
分
た
ち
に
馴
染

み
の
あ
る
ユ
ダ
ヤ
教
の
終
末
思
想
に
沿
っ
て
、
品
々
の
詳
言
の
た
め
に
死
ん

だ
「
神
の
子
」
イ
エ
ス
が
、
世
界
の
終
末
時
に
雲
に
乗
っ
て
再
臨
し
、
人
々

を
裁
く
と
い
っ
た
具
合
に
イ
メ
ー
ジ
：
不
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
大
胆
に
改
変
し
た

の
で
あ
る
。

　
イ
エ
ス
の
「
全
美
的
今
」
の
系
譜
を
検
討
す
る
最
終
章
は
、
お
そ
ら
く
大

貫
が
本
書
の
中
で
最
も
力
を
込
め
て
執
筆
し
た
部
分
で
あ
ろ
う
。
イ
エ
ス
は

「
た
だ
者
」
で
は
な
い
生
を
生
き
、
謎
の
死
を
遂
げ
た
。
同
時
代
の
人
々
に

イ
エ
ス
の
生
き
様
、
そ
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
は
理
解
さ
れ
な
か
っ
た
。
彼
が
編
み

上
げ
た
「
神
の
叢
雨
の
イ
メ
ー
ジ
・
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
は
改
変
さ
れ
て
し
ま
う
。

大
貫
は
こ
の
改
変
を
イ
エ
ス
の
イ
メ
ー
ジ
：
不
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
「
神
話
化
」

と
み
な
し
、
イ
エ
ス
本
来
の
イ
メ
ー
ジ
・
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
対
し
て
「
非
神

話
化
」
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
主
張
す
る
。
そ
し
て
、
「
非
神
話

化
」
の
可
能
性
の
一
つ
と
し
て
、
イ
エ
ス
の
「
全
階
寺
今
」
の
隠
れ
た
系
譜

を
明
る
み
に
出
そ
う
と
す
る
。
大
貫
は
、
ヨ
ハ
ネ
福
音
書
、
新
約
聖
書
の
ヘ

ブ
ル
人
の
手
紙
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
咽
意
字
撫
、
そ
し
て
ユ
ダ
ヤ
系
ド

イ
ツ
人
の
思
想
家
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
を
取
り
上
げ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
テ
ク
ス
ト
と
思

索
の
う
ち
に
、
「
日
常
的
な
時
間
（
ク
ロ
ノ
ス
）
の
線
状
的
連
続
性
を
、
（
中

略
、
評
者
）
救
済
史
や
摂
理
史
の
線
状
的
連
続
性
を
切
断
す
る
力
」
（
二
五

七
頁
）
を
秘
め
た
時
間
意
識
の
表
明
を
見
る
。
つ
ま
り
、
大
貫
に
よ
れ
ば
、

イ
エ
ス
の
「
全
霊
轡
型
」
の
認
識
は
、
救
済
史
を
そ
の
時
間
的
枠
組
み
と
す

る
キ
リ
ス
ト
教
思
想
の
中
で
、
～
つ
の
伏
流
と
し
て
生
き
残
っ
た
の
で
あ
る
。

救
済
史
的
思
考
か
ら
完
全
に
解
き
放
た
れ
た
イ
エ
ス
は
、
あ
ら
ゆ
る
神
熱
論

か
ら
も
解
き
放
た
れ
、
自
ら
の
責
任
で
教
え
を
説
き
、
そ
し
て
絶
命
し
た
。

本
書
を
結
ぶ
大
貫
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
は
力
強
く
、
重
い
。
「
今
、
真
に
イ
エ
ス

の
弟
子
で
あ
ろ
う
と
す
る
者
は
、
神
の
名
を
引
き
合
い
に
出
す
こ
と
を
堅
く

断
念
し
て
、
自
分
の
名
前
と
責
任
に
お
い
て
発
言
し
、
行
動
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
」
（
二
六
五
頁
）
の
で
あ
る
。

『
イ
エ
ス
と
い
う
経
験
臨
の
問
題
点

　
本
書
は
わ
ず
か
～
ヶ
月
余
り
と
い
う
短
期
問
で
執
筆
さ
れ
た
と
い
う
。
大

貫
に
よ
れ
ば
、
執
筆
の
契
機
と
な
っ
た
の
は
、
同
時
多
発
テ
ロ
以
降
、
イ
ス

ラ
ム
原
理
主
義
を
敵
視
す
る
ア
メ
リ
カ
大
統
領
ブ
ッ
シ
ュ
の
繰
り
返
し
た
キ

リ
ス
ト
教
原
理
主
義
的
な
発
言
で
あ
っ
た
と
い
う
。
一
方
で
、
大
貫
は
次
の

よ
う
に
も
言
う
。
自
ら
の
研
究
の
道
を
定
め
た
と
き
以
来
、
「
現
在
ま
で
私

の
心
の
奥
底
に
は
、
ア
メ
リ
カ
の
キ
リ
ス
ト
教
原
理
主
義
を
徹
底
的
に
批
判

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
パ
ト
ス
が
燃
え
続
け
て
い
た
」
（
二
六
七
－

八
頁
）
と
。
ブ
ッ
シ
ュ
の
証
書
は
大
貫
の
パ
ト
ス
の
焔
に
油
を
注
い
だ
の
で

あ
る
。
本
書
の
最
大
の
魅
力
は
、
読
者
が
大
貫
の
こ
の
燃
え
上
が
る
パ
ト
ス

を
追
体
験
で
き
る
点
に
あ
る
だ
ろ
う
。
大
貫
の
文
章
は
勢
い
に
満
ち
、
力
強

く
、
重
く
、
そ
し
て
何
よ
り
も
熱
い
。
本
書
が
読
者
に
刺
激
と
興
奮
を
約
束

す
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
そ
し
て
、
こ
れ
に
加
え
て
評
価
さ
れ
る
べ
き
は
、

大
貫
の
提
示
す
る
史
的
イ
エ
ス
の
斬
新
さ
で
あ
る
。
大
貫
は
、
イ
エ
ス
の
思
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想
、
行
動
、
経
験
を
再
構
成
す
る
べ
く
、
新
約
聖
書
を
独
自
の
視
点
か
ら
読

解
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
終
末
論
的
イ
エ
ス
解
釈
と
非
終
末
論
的
イ
エ
ス
解

釈
と
い
う
二
つ
の
対
抗
す
る
立
場
の
止
揚
を
試
み
て
い
る
。
大
貫
が
長
期
間

に
お
よ
ぶ
調
査
を
ベ
ー
ス
に
、
独
自
の
史
的
イ
エ
ス
像
を
提
示
し
よ
う
と
意

図
し
て
い
る
こ
と
は
一
目
瞭
然
で
あ
り
、
そ
の
主
張
は
学
問
的
な
評
価
と
吟

味
に
十
分
値
す
る
だ
ろ
う
。

　
は
じ
め
に
若
干
の
感
想
を
記
し
て
お
き
た
い
。
現
在
の
歴
史
挙
に
は
多
様

な
立
場
が
あ
る
が
、
多
く
の
学
者
は
懐
疑
主
義
と
相
対
主
義
が
そ
の
思
想
的

基
礎
で
あ
る
こ
と
を
認
め
る
だ
ろ
う
。
手
短
に
書
え
ば
、
過
去
に
生
じ
た
事

象
に
つ
い
て
、
完
全
な
理
解
も
完
全
な
説
明
も
あ
り
え
な
い
と
す
る
立
場
で

あ
る
。
史
的
イ
エ
ス
の
探
求
に
し
て
も
、
事
情
は
同
様
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ

る
。
イ
エ
ス
が
ど
の
よ
う
な
人
物
で
ど
の
よ
う
な
生
を
生
き
た
の
か
と
い
う

問
題
を
歴
史
学
的
に
問
う
と
、
「
真
実
」
は
存
在
し
な
い
と
い
う
解
答
が
直

ち
に
導
か
れ
る
の
で
あ
る
。
著
者
の
修
辞
戦
略
で
あ
り
、
そ
れ
が
魅
力
と
な

っ
て
い
る
こ
と
も
否
め
な
い
の
だ
が
、
断
定
調
の
文
章
が
多
用
さ
れ
る
本
書

は
、
か
く
も
多
く
の
学
者
を
巻
き
込
ん
で
長
年
議
論
さ
れ
て
い
る
史
的
イ
エ

ス
の
問
題
に
、
あ
た
か
も
そ
の
門
真
実
」
を
提
示
せ
ん
と
す
る
か
の
よ
う
な

印
象
を
読
み
手
に
与
え
る
。
大
貫
の
提
示
す
る
史
的
イ
エ
ス
は
一
つ
の
仮
説

で
あ
っ
て
、
史
的
イ
エ
ス
の
真
実
や
本
質
で
は
な
い
。
自
ら
の
信
念
に
も
と

づ
い
て
キ
リ
ス
ト
教
原
理
主
義
、
さ
ら
に
は
キ
リ
ス
ト
教
一
般
を
批
判
す
る

の
は
著
者
の
自
由
で
あ
る
が
、
斬
新
で
は
あ
っ
て
も
、
そ
の
蓋
然
性
に
大
き

な
疑
問
符
の
つ
く
仮
説
（
理
由
は
後
述
）
に
依
拠
し
て
、
現
代
の
政
治
や
信

仰
を
批
判
す
る
の
は
行
き
過
ぎ
の
よ
う
に
思
わ
れ
た
。

　
ま
た
、
評
者
は
大
貫
の
描
く
、
混
乱
し
た
狂
信
者
で
あ
る
か
の
よ
う
な
イ

エ
ス
像
に
大
き
な
違
和
感
を
覚
え
た
。
こ
の
狂
儒
者
的
な
イ
エ
ス
像
自
体
は

大
貫
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
で
は
な
く
、
ド
イ
ツ
新
約
学
界
に
発
す
る
主
流
的
解
釈

で
あ
る
。
例
え
ば
、
古
の
シ
ュ
ヴ
ァ
イ
ツ
ァ
ー
に
せ
よ
、
現
在
の
タ
イ
セ
ン

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

に
せ
よ
、
イ
エ
ス
が
終
末
の
到
来
と
い
う
誤
っ
た
観
念
を
抱
き
、
死
を
前
に

し
て
悶
え
苦
し
ん
だ
こ
と
を
概
ね
史
実
と
み
な
し
て
い
る
。
大
貫
に
お
い
て

は
、
終
宋
と
は
異
な
る
「
神
の
国
」
の
実
現
を
確
信
し
た
イ
エ
ス
が
、
死
に

怯
え
た
挙
句
、
意
味
不
明
の
謎
の
死
を
遂
げ
た
と
説
明
さ
れ
る
。
両
者
に
共

通
す
る
の
は
、
イ
エ
ス
が
尋
常
で
は
な
い
死
を
遂
げ
た
点
に
イ
エ
ス
の
高
貴

さ
や
「
ヌ
ミ
ノ
ー
ゼ
」
を
見
る
点
で
あ
る
。
し
か
し
、
大
貫
に
あ
っ
て
奇
妙

な
の
は
、
イ
エ
ス
の
強
烈
な
覚
醒
体
験
と
、
死
を
前
に
し
た
イ
エ
ス
の
動

揺
・
恐
れ
の
双
方
が
等
し
く
強
調
さ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
そ
れ
ほ
ど
ま
で

に
強
烈
な
覚
醒
体
験
を
し
た
人
物
が
、
非
現
実
的
な
夢
想
を
抱
い
て
い
た
と

し
て
も
、
死
を
恐
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。
一
般
に
は
、
時
間
や
生
死
の
よ
う
な

此
岸
的
価
値
か
ら
離
脱
す
る
契
機
と
な
る
現
象
が
、
宗
教
的
な
覚
醒
体
験

（
仏
教
で
い
う
悟
り
の
境
地
）
と
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
さ
ら
に
評
者
は
、
大
貫
が
そ
の
史
的
イ
エ
ス
論
の
申
核
と
し
て
い
る
イ

メ
ー
ジ
・
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
な
る
概
念
に
も
疑
問
を
持
っ
た
。
大
貫
が
、
古
代

人
で
あ
る
イ
エ
ス
の
神
話
的
・
前
論
理
的
思
考
に
注
目
す
る
こ
と
自
体
は
闘

違
っ
て
い
な
い
と
思
う
。
し
か
し
、
一
息
代
人
の
思
想
を
幾
つ
か
の
イ
メ
ー

ジ
が
織
り
成
す
ネ
ッ
ト
ワ
…
ク
と
理
解
す
る
の
は
い
さ
さ
か
安
直
な
撃
発
論

で
は
な
い
の
か
。
ま
た
、
イ
エ
ス
の
行
動
を
そ
の
イ
メ
…
ジ
・
ネ
ッ
ト
ワ
ー

ク
か
ら
説
明
す
る
こ
と
も
同
様
に
還
元
論
で
は
な
い
の
か
。
そ
し
て
そ
も
そ

も
、
大
貫
の
再
構
成
す
る
イ
エ
ス
の
イ
メ
ー
ジ
：
不
ッ
ト
ワ
ー
ク
は
リ
ア
ル

な
歴
史
な
の
だ
ろ
う
か
。

　
端
的
に
洗
口
え
ば
、
右
に
い
く
つ
か
の
例
を
挙
げ
た
評
者
の
違
和
感
や
疑
問

は
、
大
貫
の
史
料
批
判
の
方
法
と
歴
史
的
ア
プ
ロ
ー
チ
の
問
題
性
に
発
し
て
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い
る
。

　
大
貫
の
史
料
批
判
の
方
法
は
重
大
な
問
題
を
孕
ん
で
い
る
。
読
者
が
想
起

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
が

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
侮
を
も
っ
て
イ
エ
ス
の
真
正
の
言
葉
と
す
る

か
、
何
を
も
っ
て
イ
エ
ス
の
実
際
の
行
動
と
す
る
か
と
い
う
問
題
は
、
史
的

イ
エ
ス
研
究
の
歴
史
に
お
い
て
最
大
の
争
点
に
な
っ
て
お
り
、
大
方
の
学
者

が
同
意
す
る
よ
う
な
定
説
は
い
ま
だ
形
成
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
し
か
し
、
本
書
に
あ
っ
て
は
、
次
か
ら
次
へ
と
イ
エ
ス
の
真
正
の
千
葉

お
よ
び
行
動
が
確
定
さ
れ
て
い
く
。
後
に
実
例
を
挙
げ
て
示
す
が
、
評
者
に

は
、
大
貫
の
や
り
方
は
非
常
に
強
引
か
つ
独
断
的
な
も
の
に
思
わ
れ
た
。

　
ま
た
、
大
貫
は
Q
資
料
仮
説
を
自
ら
の
史
的
イ
エ
ス
論
の
繭
提
と
し
て
い

る
が
、
現
在
、
ア
メ
リ
カ
で
非
常
に
盛
ん
な
Q
資
料
研
究
の
成
果
に
つ
い
て

は
何
ら
立
ち
入
っ
た
検
討
を
行
っ
て
い
な
い
。
」
・
ク
ロ
ッ
ペ
ン
ボ
ル
グ
や

J
・
ロ
ビ
ン
ソ
ン
ら
に
代
表
さ
れ
る
ア
メ
リ
カ
の
新
約
学
者
た
ち
は
、
Q
資

料
が
イ
エ
ス
の
知
恵
文
学
的
な
語
録
を
核
に
成
立
し
、
そ
の
後
、
黙
示
・
終

末
論
的
要
素
が
付
加
さ
れ
て
い
っ
た
と
考
え
て
い
る
。
こ
の
Q
資
料
の
編

集
・
層
構
造
説
に
依
拠
し
て
導
か
れ
て
い
る
の
が
、
ク
ロ
ッ
サ
ン
や
マ
ッ
ク

ら
の
非
終
末
論
的
イ
エ
ス
解
釈
で
あ
る
。
彼
ら
は
、
Q
資
料
の
中
で
時
間
的

に
先
に
成
立
し
た
部
分
を
イ
エ
ス
の
生
前
の
言
葉
に
近
い
と
想
定
し
、
実
際

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

の
イ
エ
ス
は
門
知
恵
の
教
師
」
あ
る
い
は
「
犬
儒
派
賢
者
」
の
よ
う
な
存
在

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

で
あ
っ
た
と
主
張
し
た
の
で
あ
る
。
大
貫
は
、
Q
資
料
に
知
恵
文
学
的
な
雷

葉
が
多
く
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
は
認
め
つ
つ
も
、
彼
ら
の
学
説
を
強
く
批
判

し
て
い
る
。
し
か
し
、
大
貫
の
批
判
は
、
ア
メ
リ
カ
の
Q
資
料
研
究
自
体
へ

の
言
及
を
欠
い
た
う
え
、
不
正
確
な
点
が
多
い
。
大
貫
は
、
「
大
量
の
知
恵

資
料
は
、
終
末
論
的
預
言
者
と
し
て
の
イ
エ
ス
像
と
は
お
よ
そ
適
合
し
な

い
」
と
い
う
ボ
ー
グ
の
見
解
を
「
は
な
は
だ
疑
わ
し
い
断
言
」
と
し
て
い
る

が
、
そ
れ
に
続
く
説
明
は
ボ
ー
グ
を
否
定
す
る
内
容
と
な
っ
て
お
ら
ず
、
む

し
ろ
支
持
す
る
内
容
と
も
受
け
取
れ
る
（
一
四
一
一
五
頁
）
。
な
お
、
付
言

し
て
お
け
ば
、
大
貫
が
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
史
的
イ
エ
ス
研
究
の
動
向
を
把

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

握
す
る
に
当
た
っ
て
、
ボ
ー
グ
の
著
作
『
イ
エ
ス
・
ル
ネ
サ
ン
ス
』
か
ら
多

く
を
得
て
い
る
こ
と
は
歴
然
と
し
て
い
る
が
、
ボ
ー
グ
の
イ
エ
ス
研
究
自
体

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

に
つ
い
て
は
こ
れ
を
誤
解
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
大
貫
は
、
「
資
料
操
作
の
点
で
も
、
「
第
三
の
探
求
」
に
は
疑
わ
し
い
予
断

が
少
な
く
な
い
」
（
～
五
頁
）
と
断
じ
て
い
る
が
、
評
者
に
は
、
大
貫
の

門
資
料
操
作
」
に
も
大
き
な
問
題
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
た
。
確
か
に
、
大

貫
の
指
摘
す
る
と
お
り
、
福
音
書
に
～
度
し
か
登
場
し
な
い
記
事
・
葦
子
は

信
用
し
な
い
と
す
る
ク
ロ
ッ
サ
ン
の
原
則
に
は
問
題
が
あ
る
だ
ろ
う
。
け
れ

ど
も
、
「
第
三
の
探
求
」
の
非
終
末
論
的
イ
エ
ス
論
者
す
べ
て
が
ク
ロ
ッ
サ

ン
の
方
法
に
倣
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
点
は
注
意
す
べ
き
で
あ
る
。
一
方
、

大
貫
は
、
イ
エ
ス
を
「
神
の
子
」
と
す
る
キ
リ
ス
ト
論
的
関
心
の
有
無
に
よ

っ
て
真
正
性
を
判
断
し
よ
う
と
す
る
。
確
か
に
、
福
音
書
に
は
キ
リ
ス
ト
論

的
関
心
に
も
と
づ
い
て
福
音
書
記
者
が
明
ら
か
に
挿
入
・
編
集
し
た
と
思
わ

れ
る
箇
所
が
多
数
存
在
す
る
。
け
れ
ど
も
、
特
定
の
記
事
に
キ
リ
ス
ト
論
的

関
心
が
な
い
か
ら
と
い
っ
て
、
そ
こ
に
示
さ
れ
た
イ
エ
ス
の
書
論
が
真
正
に

し
て
史
実
で
あ
る
と
言
え
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
点
に
関
し
て
は
、
伝
統
あ

る
新
約
様
式
・
編
集
史
研
究
の
知
見
を
も
と
に
、
福
音
書
よ
り
先
に
成
立
し

た
Q
資
料
に
お
い
て
も
編
集
の
手
が
幾
度
も
加
わ
っ
て
い
る
と
想
定
す
る
ア

メ
リ
カ
の
学
者
た
ち
の
ほ
う
が
、
よ
り
慎
重
で
あ
る
し
、
歴
史
学
的
な
方
法

論
を
正
し
く
踏
ま
え
て
い
る
。

　
以
下
、
大
貫
の
史
料
批
判
の
難
点
を
本
書
内
容
に
即
し
て
検
討
し
て
み
た

い
。
第
二
章
で
は
、
マ
タ
イ
三
章
7
－
1
2
節
の
分
析
か
ら
、
洗
礼
者
ヨ
ハ
ネ
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評書

が
ユ
ダ
ヤ
教
黙
示
文
学
の
伝
統
に
立
つ
終
末
論
的
預
二
者
で
あ
っ
た
こ
と
が

断
定
さ
れ
る
。
し
か
し
、
ヨ
セ
フ
ス
が
ヨ
ハ
ネ
を
終
末
論
高
島
癖
者
と
し
て

で
は
な
く
、
善
行
を
説
い
た
道
徳
家
と
し
て
描
い
て
い
る
こ
と
は
考
慮
さ
れ

て
い
な
い
。
確
か
に
、
大
貫
の
言
う
と
お
り
、
ヨ
ハ
ネ
と
黙
示
的
終
末
思
想

を
奉
じ
た
ク
ム
ラ
ン
教
団
と
の
悶
に
は
、
清
浄
の
水
を
重
視
す
る
と
い
う
共

通
項
が
存
在
し
、
福
音
書
も
ヨ
ハ
ネ
を
終
末
論
的
預
虚
者
と
し
て
拙
く
。
け

れ
ど
も
、
福
音
書
の
記
述
の
み
か
ら
は
、
ヨ
ハ
ネ
を
終
末
論
的
玉
書
者
と
し

て
推
測
す
る
こ
と
は
で
き
て
も
、
断
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

　
第
三
章
は
大
貫
の
史
的
イ
エ
ス
論
に
と
っ
て
非
常
に
重
要
な
部
分
で
あ
る

が
、
こ
こ
も
問
題
点
が
多
い
。
大
貫
は
、
ル
カ
書
の
み
に
現
れ
る
記
述
、
ル

カ
一
〇
章
1
7
－
2
0
節
の
う
ち
、
「
私
は
サ
タ
ン
が
稲
妻
の
よ
う
に
天
か
ら
落
ち

る
の
を
見
て
い
た
」
と
い
う
語
の
み
を
イ
エ
ス
の
真
正
の
慧
葉
と
解
す
る
。

「
な
ぜ
な
ら
、
こ
の
言
葉
に
は
原
始
教
会
の
キ
リ
ス
ト
論
的
な
関
心
が
全
く

読
み
取
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
」
（
四
五
頁
）
。
前
後
に
あ
る
イ
エ
ス
の
書
卓
を

全
て
編
集
と
解
し
た
う
え
で
、
こ
の
語
だ
け
を
真
正
と
す
る
大
貫
の
主
張
は

不
可
解
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
大
貫
は
「
サ
タ
ン
」
と
い
う
語
に
キ
リ
ス
ト
論

的
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
含
ま
れ
る
こ
と
を
考
慮
に
入
れ
て
い
な
い
（
後
述
）
。
ま

た
、
大
貫
の
「
全
時
的
今
」
と
い
う
概
念
の
出
所
と
な
っ
て
い
る
次
の
語
句

の
解
釈
も
不
可
解
で
あ
る
。
「
や
が
て
東
か
ら
西
か
ら
大
勢
の
人
が
や
っ
て

き
て
、
天
の
国
（
神
の
国
）
で
ア
ブ
ラ
ハ
ム
、
イ
サ
ク
、
ヤ
コ
ブ
と
共
に
宴

会
の
席
に
横
た
わ
る
だ
ろ
う
」
（
マ
タ
イ
八
章
1
1
－
1
2
節
）
。
大
貫
は
イ
エ
ス

の
こ
の
言
葉
を
、
「
ア
ブ
ラ
ハ
ム
、
イ
サ
ク
、
ヤ
コ
ブ
と
い
う
過
虫
の
人
物

が
今
の
時
代
の
異
邦
入
と
ユ
ダ
ヤ
人
の
頭
上
を
飛
び
越
え
て
「
神
の
国
」
に

先
任
り
」
（
五
〇
頁
）
す
る
こ
と
だ
と
理
解
し
、
イ
エ
ス
の
時
間
理
解
に
お

い
て
「
過
去
は
未
来
へ
先
回
り
し
て
、
未
来
か
ら
現
在
へ
回
帰
扁
（
同
頁
）

し
て
い
る
と
言
う
。
こ
れ
は
大
貫
の
直
感
的
解
釈
で
あ
ろ
う
か
。
イ
エ
ス
の

言
葉
の
み
か
ら
大
貫
の
よ
う
な
解
釈
を
導
く
の
は
甚
だ
困
難
で
あ
る
。
そ
も

そ
も
、
イ
エ
ス
の
言
葉
は
、
ア
ブ
ラ
ハ
ム
ら
、
ユ
ダ
ヤ
民
族
に
と
っ
て
特
別

な
人
々
が
、
「
東
か
ら
西
か
ら
大
勢
の
人
々
が
や
っ
て
」
く
る
ま
え
に
、
す

で
に
神
の
国
に
い
る
こ
と
を
示
唆
す
る
。
過
去
の
特
別
な
人
々
が
今
の
累
々

よ
り
も
先
に
神
の
国
に
い
る
と
い
う
の
は
、
大
貫
の
言
う
線
状
的
時
間
理
解

に
該
当
す
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
第
四
章
に
お
け
る
大
貫
の
「
人
の
子
」
解
釈
も
支
持
で
き
な
い
。
福
音
書

に
は
曲
人
の
子
」
と
い
う
語
が
多
く
見
受
け
ら
れ
る
。
こ
の
語
に
は
い
く
つ

か
の
用
法
が
あ
る
が
、
最
も
注
園
さ
れ
て
き
た
の
は
、
イ
エ
ス
が
来
る
「
さ

ば
き
」
に
つ
い
て
語
る
場
面
で
多
く
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の

よ
う
な
「
人
の
子
」
の
用
法
は
、
か
つ
て
、
イ
エ
ス
が
終
末
思
想
を
奉
じ
た

最
た
る
証
拠
と
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
G
・
ヴ
ェ
ル
メ
シ
ュ
に
よ
る
ア
ラ

ム
語
用
例
の
調
査
に
よ
っ
て
、
ア
ラ
ム
語
に
お
い
て
「
人
の
子
扁
は
、

「
人
々
扁
も
し
く
は
「
私
」
な
ど
を
表
す
一
般
的
語
句
で
あ
っ
て
、
終
末
論

的
含
意
が
な
い
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
つ
ま
り
、
そ
の
研
究
は
、
福
音

書
に
現
れ
る
「
人
の
子
」
を
含
む
終
末
論
的
な
書
葉
が
、
イ
エ
ス
自
身
の
口

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

か
ら
証
せ
ら
れ
た
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
示
唆
し
た
の
で
あ
る
。
ヴ
ェ
ル
メ

シ
ュ
へ
の
面
識
は
な
い
が
、
大
貫
も
部
分
的
に
門
人
の
子
」
編
集
説
を
認
め

て
は
い
る
。
し
か
し
、
す
べ
て
が
編
集
で
あ
る
と
は
考
え
ず
、
別
の
解
決
を

探
ろ
う
と
す
る
。
例
え
ば
、
マ
ル
コ
に
あ
る
イ
エ
ス
の
次
の
言
葉
、
「
こ
の

不
貞
で
罪
深
い
世
代
に
あ
っ
て
、
私
と
私
の
書
葉
と
を
恥
じ
る
者
を
、
人
の

子
も
彼
の
父
の
栄
光
の
う
ち
に
聖
な
る
天
使
た
ち
と
共
に
来
る
時
に
、
恥
じ

る
だ
ろ
う
」
（
八
章
3
8
節
）
。
大
貫
は
八
木
誠
｝
に
倣
っ
て
、
こ
こ
に
あ
る

「
人
の
子
」
が
「
そ
の
入
」
を
意
味
し
、
「
そ
の
人
」
と
は
「
神
の
国
扁
で
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あ
る
と
主
張
す
る
。
こ
の
言
葉
の
真
偽
の
問
題
は
さ
て
お
き
、
や
は
り
こ
の

番
葉
は
終
末
論
的
意
味
に
お
い
て
理
解
さ
れ
る
べ
き
だ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
こ

の
心
葉
は
、
「
人
の
子
の
よ
う
な
」
（
ダ
ニ
エ
ル
書
七
章
1
3
節
）
姿
を
し
た
救

世
主
が
、
世
界
の
終
末
時
に
天
使
た
ち
と
共
に
地
上
に
降
臨
し
、
審
判
を
行

う
と
い
う
、
ユ
ダ
ヤ
教
黙
示
文
学
の
定
型
表
現
と
符
合
す
る
要
素
が
多
い
か

ら
で
あ
る
。
「
こ
の
不
貞
で
罪
深
い
世
代
」
と
い
う
語
も
、
終
末
論
的
読
み

を
支
持
す
る
。
来
る
救
世
主
は
悪
し
き
こ
の
世
に
終
止
符
を
打
つ
と
考
え
ら

れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
ち
な
み
に
、
キ
リ
ス
ト
論
的
関
心
の
有
無
に
よ
る

判
断
と
い
う
大
貫
の
原
則
に
照
ら
せ
ば
、
こ
れ
は
編
集
句
と
い
う
こ
と
に
な

る
。
評
者
に
は
、
イ
エ
ス
の
「
金
時
的
今
」
の
経
験
と
い
う
論
証
困
難
な
前

提
が
、
先
行
研
究
か
ら
大
き
く
逸
脱
し
た
解
釈
を
大
貫
に
余
儀
な
く
さ
せ
て

い
る
よ
う
に
思
わ
れ
た
。

　
大
貫
の
史
料
批
判
の
難
は
、
イ
エ
ス
の
最
後
を
扱
っ
た
第
六
章
で
頂
点
に

達
す
る
。
ま
ず
、
大
貫
は
、
イ
エ
ス
が
弟
子
ペ
ト
ロ
を
叱
っ
た
古
葉
「
サ
タ

ン
、
退
け
」
を
真
正
と
解
す
る
理
由
の
一
つ
に
、
福
音
書
記
者
が
イ
エ
ス
の

筆
頭
弟
子
ペ
ト
ロ
を
サ
タ
ン
呼
ば
わ
り
す
る
こ
と
が
あ
り
え
な
い
こ
と
を
挙

げ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
は
簡
単
な
反
論
が
存
在
す
る
。
ペ
ト
ロ
に
対
す
る
マ

ル
コ
の
筆
致
が
き
わ
め
て
辛
辣
で
あ
る
こ
と
は
常
々
指
摘
さ
れ
て
き
た
こ
と

で
あ
る
。
ま
た
、
た
と
え
原
始
教
会
の
中
で
ペ
ト
ロ
が
最
重
要
人
物
で
あ
っ

た
と
し
て
も
、
必
ず
し
も
信
者
す
べ
て
が
そ
の
権
威
に
服
し
て
い
た
わ
け
で

は
な
い
。
そ
し
て
そ
も
そ
も
、
マ
ル
コ
の
福
音
書
が
ペ
テ
ロ
の
権
威
を
奉
じ

る
グ
ル
ー
プ
内
で
成
立
し
た
こ
と
を
示
す
確
た
る
証
拠
は
な
い
。
大
貫
は
、

こ
の
雷
葉
が
過
去
の
伝
承
に
由
来
す
る
と
し
た
デ
ィ
ン
ク
ラ
ー
の
説
も
理
由

に
挙
げ
る
が
、
こ
れ
は
受
難
物
語
の
伝
来
を
め
ぐ
る
諸
説
の
一
つ
に
過
ぎ
な

い
た
め
、
傍
証
と
し
て
は
不
十
分
で
あ
ろ
う
。

　
ま
た
、
大
貫
は
、
イ
エ
ス
が
子
ろ
ば
に
乗
っ
て
エ
ル
サ
レ
ム
入
場
を
果
た

し
た
と
い
う
記
述
を
史
実
と
解
す
る
。
イ
エ
ス
は
、
ゼ
カ
リ
や
書
九
章
9
節

の
「
見
よ
、
あ
な
た
（
エ
ル
サ
レ
ム
）
の
王
が
く
る
。
（
中
略
、
評
者
）
ろ

ば
に
乗
っ
て
く
る
。
雌
ろ
ば
の
子
で
あ
る
ろ
ば
に
乗
っ
て
」
と
い
う
記
述
を

「
共
通
の
メ
タ
・
テ
ク
ス
ト
」
に
利
用
し
、
「
神
の
国
偏
を
示
す
た
め
の
象

徴
行
動
を
行
っ
た
と
い
う
の
が
大
貫
の
理
解
で
あ
る
。
し
か
し
、
大
貫
は
否

定
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
イ
エ
ス
を
イ
ス
ラ
エ
ル
の
王
的
な
救
世
主
と
理
解

し
た
福
音
書
記
者
の
編
集
と
す
る
の
が
妥
当
で
は
な
い
か
。
少
な
く
と
も
、

大
貫
の
よ
う
に
主
張
す
る
た
め
に
は
、
丹
羽
リ
や
書
の
当
該
箇
所
が
エ
ル
サ

レ
ム
市
民
に
と
っ
て
「
共
通
の
メ
タ
・
テ
ク
ス
ト
」
に
な
り
え
た
こ
と
が
示

さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
イ
エ
ス
の
神
殿
蜜
潰
に
関
し
て
も
、
大
貫
は
福
音
書
記
事
を
ほ
ぼ
額
面
通

り
に
受
け
取
る
。
大
貫
に
あ
っ
て
は
、
最
高
法
院
で
の
、
あ
る
ユ
ダ
ヤ
入
の

証
言
と
し
て
紹
介
さ
れ
る
イ
エ
ス
の
書
葉
「
私
は
手
で
造
ら
れ
た
こ
の
神
殿

を
壊
し
、
三
日
の
後
に
、
手
で
造
ら
れ
た
の
で
は
な
い
別
の
神
殿
を
建
て
て

み
せ
る
」
（
マ
ル
コ
～
四
章
5
8
節
）
が
真
正
と
さ
れ
、
イ
エ
ス
が
三
日
後
に

迫
っ
た
「
神
の
国
」
実
現
を
高
ら
か
に
宣
言
し
た
も
の
と
理
解
さ
れ
る
。
し

か
し
、
こ
の
間
接
延
醤
と
、
十
字
架
に
死
ん
だ
イ
エ
ス
が
三
日
後
に
復
活
し

た
と
す
る
復
活
信
仰
と
の
類
似
性
は
、
や
は
り
真
剣
な
考
慮
に
値
す
る
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。
イ
エ
ス
の
最
後
の
祈
り
に
し
て
も
大
貫
の
解
釈
は
ナ

イ
ー
ブ
に
過
ぎ
る
。
マ
ル
コ
は
、
死
を
予
感
し
苦
悩
す
る
イ
エ
ス
が
神
に
対

し
祈
り
を
行
う
場
面
を
描
く
。
イ
エ
ス
は
三
人
の
弟
子
を
と
も
な
っ
て
お
り
、

自
分
の
祈
り
の
間
、
目
を
覚
ま
し
て
い
る
よ
う
三
人
に
命
じ
る
。
し
か
し
、

三
入
は
イ
エ
ス
の
祈
り
の
間
に
三
度
も
眠
り
込
ん
で
し
ま
う
。
大
貫
は
こ
の

記
述
を
史
実
と
理
解
す
る
。
「
そ
の
事
実
性
を
疑
う
理
由
は
な
い
と
思
わ
れ
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評書

る
。
誰
か
が
そ
れ
を
見
て
い
た
の
だ
」
（
二
〇
七
頁
）
。
こ
こ
で
は
マ
ル
コ
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

数
字
の
三
を
多
用
し
て
い
る
事
実
を
指
摘
す
る
に
と
ど
め
て
お
き
た
い
。

　
受
難
物
語
が
ど
の
程
度
ま
で
史
実
を
反
映
し
て
い
る
か
と
い
う
問
題
は
、

イ
エ
ス
の
私
信
の
本
質
と
な
ら
ん
で
、
終
末
論
的
解
釈
と
非
終
末
論
的
解
釈

が
真
っ
向
か
ら
対
立
す
る
争
点
と
な
っ
て
き
た
。
終
末
論
的
解
釈
に
あ
っ
て
、

受
難
物
語
は
概
ね
史
実
を
伝
え
る
「
記
憶
化
さ
れ
た
歴
史
」
と
さ
れ
、
非
終

末
論
的
解
釈
に
あ
っ
て
は
、
も
は
や
史
実
の
抽
出
が
困
難
な
「
歴
史
化
さ
れ

た
聖
書
」
と
さ
れ
て
き
た
。
大
貫
は
こ
こ
で
も
終
末
論
的
解
釈
を
支
持
す
る

ド
イ
ツ
の
学
者
た
ち
に
依
拠
し
て
い
る
よ
う
だ
が
、
そ
の
史
料
批
判
の
ナ

イ
ー
ブ
さ
と
強
引
さ
の
た
め
、
史
実
性
を
最
小
限
に
見
積
も
る
ク
ロ
ッ
サ
ン

ら
を
論
駁
す
る
に
は
至
っ
て
い
な
い
。

　
最
後
に
、
大
貫
の
史
的
イ
エ
ス
論
全
体
に
関
わ
る
、
さ
ら
な
る
問
題
点
に

つ
い
て
触
れ
て
お
き
た
い
。
少
な
く
と
も
、
本
書
の
み
か
ら
判
断
す
れ
ば
、

大
貫
は
サ
タ
ン
の
文
化
史
や
サ
タ
ン
の
社
会
史
と
呼
ば
れ
る
研
究
領
域
の
成

果
を
十
分
踏
ま
え
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
大
貫
の
史
的
イ
エ
ス
論
の

中
心
的
な
主
張
の
｛
つ
は
、
イ
エ
ス
が
、
天
上
か
ら
放
逐
さ
れ
る
サ
タ
ン
を

実
際
に
（
覚
醒
体
験
と
し
て
）
巳
撃
し
、
地
上
で
の
「
神
の
国
」
実
現
の
た

め
、
サ
タ
ン
と
そ
の
手
下
で
あ
る
無
数
の
悪
霊
た
ち
と
闘
っ
た
こ
と
で
あ
る
。

大
貫
は
言
う
、
（
イ
エ
ス
は
）
「
サ
タ
ン
と
そ
の
手
下
の
悪
霊
た
ち
の
実
在
を

信
じ
て
い
た
。
プ
ラ
ト
ン
で
も
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
で
も
な
か
っ
た
パ
レ
ス
チ

ナ
の
一
介
の
庶
民
に
と
っ
て
、
そ
れ
は
当
然
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
「
神
の

国
」
は
今
そ
の
サ
タ
ン
の
勢
力
を
地
上
で
克
服
し
つ
つ
あ
る
。
そ
の
闘
い
の

最
前
線
に
自
分
は
遣
わ
さ
れ
て
、
働
い
て
い
る
。
こ
れ
が
イ
エ
ス
の
自
己
理

解
で
あ
っ
た
」
（
書
論
）
。
歴
史
学
の
側
か
ら
す
る
と
、
大
貫
の
単
葉
は
あ
ま

り
に
乱
暴
に
響
く
。
残
念
な
が
ら
、
イ
エ
ス
が
「
サ
タ
ン
と
そ
の
手
下
の
悪

霊
た
ち
の
実
在
を
信
じ
て
い
た
」
こ
と
は
当
然
の
こ
と
で
は
な
い
。
そ
れ
は

厳
密
な
史
料
批
判
に
も
と
づ
い
て
論
証
す
べ
き
歴
史
学
的
な
問
題
な
の
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

り
、
導
か
れ
る
結
論
も
仮
説
で
あ
る
に
過
ぎ
な
い
。

　
大
貫
が
ユ
ダ
ヤ
教
黙
示
文
学
に
見
ら
れ
る
終
末
思
想
を
重
視
す
る
こ
と
自

体
は
決
し
て
間
違
っ
て
は
い
な
い
。
と
い
う
の
も
、
ユ
ダ
ヤ
教
の
終
末
思
想

は
明
ら
か
に
キ
リ
ス
ト
教
の
思
想
伝
統
の
中
に
流
れ
込
ん
で
い
る
か
ら
で
あ

る
。
問
題
と
な
る
の
は
、
ユ
ダ
ヤ
教
と
キ
リ
ス
ト
教
の
思
想
的
系
譜
関
係
に

お
け
る
イ
エ
ス
の
罪
業
づ
け
で
あ
る
。
ゾ
ロ
ア
ス
タ
ー
教
の
善
悪
二
元
論
や
、

古
代
オ
リ
エ
ン
ト
の
英
雄
闘
争
神
話
か
ら
の
影
響
を
受
け
て
成
立
し
た
ユ
ダ

ヤ
教
終
末
思
想
に
お
い
て
、
地
上
の
諸
悪
の
根
源
で
あ
る
サ
タ
ン
と
英
雄
的

な
闘
争
を
行
い
、
サ
タ
ン
に
打
ち
勝
つ
役
割
を
与
え
ら
れ
た
の
は
、
世
界
の

終
来
時
に
降
臨
す
る
神
の
子
、
救
世
主
に
他
な
ら
な
い
。
例
え
ば
、
死
海
文

書
を
残
し
た
ク
ム
ラ
ン
教
団
の
人
々
は
、
救
世
主
の
降
臨
と
終
末
の
実
現
を

信
じ
、
そ
れ
に
備
え
る
べ
く
死
海
縁
で
禁
欲
主
義
的
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
を
形
成

し
た
の
で
あ
る
。
注
旨
す
べ
き
は
、
彼
ら
が
、
サ
タ
ン
と
闘
う
主
体
を
い
ま

だ
来
臨
せ
ぬ
救
世
主
を
中
心
に
考
え
て
い
た
点
で
あ
る
。
サ
タ
ン
と
の
闘
争

を
中
心
的
プ
ロ
ッ
ト
に
据
え
る
と
い
う
点
で
、
ユ
ダ
ヤ
教
黙
示
文
学
と
新
約

福
音
書
の
共
通
性
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
但
し
、
時
制
は
異
な
っ
て
い
る
。

ユ
ダ
ヤ
教
黙
示
文
学
で
は
主
と
し
て
未
来
に
生
じ
る
闘
争
が
描
か
れ
た
の
に

対
し
て
、
福
音
書
が
描
い
た
の
は
過
去
に
す
で
に
生
じ
た
闘
争
、
そ
し
て
未

来
に
完
遂
さ
れ
る
闘
争
で
あ
る
。
大
貫
も
認
め
る
よ
う
に
イ
エ
ス
の
弟
子
た

ち
は
イ
エ
ス
の
死
後
、
十
字
架
に
死
ん
だ
イ
エ
ス
が
実
は
す
で
に
地
上
に
派

遣
さ
れ
た
救
世
主
、
キ
リ
ス
ト
で
あ
る
と
理
解
し
た
。
福
音
書
に
お
い
て
、

イ
エ
ス
が
サ
タ
ン
と
闘
争
し
、
「
人
の
子
」
の
来
臨
が
予
告
さ
れ
る
根
拠
は

こ
こ
に
あ
る
。
イ
エ
ス
と
サ
タ
ン
の
闘
争
の
背
後
に
は
キ
リ
ス
ト
論
的
関
心
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が
潜
ん
で
お
り
、
大
貫
の
原
則
に
照
ら
す
と
、
闘
争
プ
ロ
ッ
ト
は
す
べ
て
福

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

音
書
記
者
の
編
集
と
判
断
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
大
貫
の
本
当
の
関
心
は
、
歴
史
と
い
う
よ
り
む
し
ろ
哲
学
や
神
学
に
あ
る

の
で
は
な
い
か
。
大
貫
は
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
や
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
思
想
を
立

ち
入
っ
て
検
討
す
る
だ
け
で
な
く
、
新
約
学
に
お
け
る
オ
ー
ス
テ
ィ
ン
の
誉

語
哲
学
や
ガ
ダ
マ
ー
の
解
釈
哲
学
の
可
能
性
に
つ
い
て
論
じ
て
も
い
る
。
そ

し
て
、
わ
が
国
の
新
約
学
者
で
は
、
歴
史
・
社
会
学
的
な
立
場
に
立
つ
田
淵

建
三
や
荒
井
献
で
は
な
く
、
実
存
主
義
的
立
場
の
八
木
誠
一
に
重
き
を
置
く
。

け
れ
ど
も
、
哲
学
・
神
学
的
な
思
惟
に
よ
っ
て
イ
エ
ス
の
歴
史
的
実
像
に
迫

る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
。
終
末
論
的
解
釈
と
非
終
末
論
的
解
釈
の
対

立
を
越
え
て
進
も
う
と
す
る
大
貫
の
試
み
自
体
は
評
価
で
き
る
が
、
そ
れ
が

史
的
イ
エ
ス
の
探
求
に
お
け
る
新
た
な
｝
歩
と
な
っ
て
い
る
か
と
問
わ
れ
れ

ば
、
否
と
答
え
ざ
る
を
え
な
い
。
史
的
イ
エ
ス
の
探
求
は
こ
れ
か
ら
も
世
界

の
多
く
の
学
者
を
巻
き
込
ん
で
続
い
て
い
く
だ
ろ
う
が
、
新
た
な
一
歩
は
緻

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

密
で
厳
密
な
歴
史
考
証
に
支
持
さ
れ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

①
　
イ
エ
ス
の
死
後
に
編
纂
さ
れ
、
マ
タ
イ
や
ル
カ
の
福
音
書
記
者
た
ち
が
参
照
し

　
た
と
考
、
凡
ら
れ
て
い
る
仮
説
上
の
資
料
。
Q
は
ド
イ
ツ
語
O
信
亀
Φ
の
略
。

②
大
貫
は
触
れ
て
い
な
い
が
、
こ
う
し
た
ア
メ
リ
カ
の
学
者
た
ち
が
支
持
す
る
非

　
終
末
論
的
イ
エ
ス
解
釈
は
、
ユ
ダ
ヤ
人
歴
史
家
ヨ
セ
フ
ス
の
『
ユ
ダ
ヤ
古
代
誌
撫

　
に
お
い
て
、
イ
エ
ス
が
「
賢
者
」
そ
し
て
「
教
師
」
と
し
て
言
及
さ
れ
て
い
る
こ

　
と
と
符
合
す
る
の
で
あ
る
。

③
ζ
い
じ
d
9
σ
q
v
§
防
誤
§
Q
§
§
督
ミ
墜
勲
ミ
ミ
妬
§
（
＜
毘
3
喝
。
お
p
ぢ
逡
）

　
（
小
河
陽
監
訳
鴨
イ
エ
ス
・
ル
ネ
サ
ン
ス
ー
現
代
ア
メ
リ
カ
の
イ
エ
ス
研
究
嚇

　
教
文
豆
、
一
九
九
七
年
Y

④
お
そ
ら
く
大
貫
は
R
・
ホ
ー
ス
リ
ー
と
ボ
ー
グ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
イ
エ
ス
解
釈
を

　
混
同
し
て
い
る
。
同
著
、
と
り
わ
け
第
二
章
と
第
五
章
を
参
照
の
こ
と
。
ク
ロ
ッ

　
サ
ン
や
ボ
ー
グ
ら
へ
の
根
本
的
な
批
判
に
つ
い
て
は
、
U
．
O
．
〉
霞
ω
o
P
§
い
塞
ミ

　
さ
趣
§
蕪
≧
§
N
N
§
ミ
繭
§
℃
、
号
詠
鴨
馬
（
罫
嘗
⑦
巷
9
ω
口
8
c
。
）
が
ま
ず
も
っ
て
参
照

　
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

⑤
こ
の
門
人
の
子
扁
解
釈
の
劇
的
な
転
換
に
は
、
N
・
ペ
リ
ン
の
研
究
も
大
き
な

　
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。
Ω
■
U
．
じ
σ
震
寄
ド
§
自
象
轟
駄
§
、
ド
b
S
ミ
門
国
韓
㍗

　
ミ
壁
職
ミ
衝
心
ミ
ミ
§
（
O
磐
ぴ
a
σ
Q
ρ
6
8
）
も
ワ
①
c
。
－
。
。
回
．

⑥
ち
な
み
に
、
マ
ル
コ
に
お
い
て
は
、
イ
エ
ス
の
受
難
も
三
度
予
告
さ
れ
て
い
る
。

⑦
同
様
に
、
大
貫
は
、
イ
エ
ス
が
門
宇
宙
が
天
と
地
と
地
下
（
冥
府
）
の
三
層
か

　
ら
成
る
と
い
う
古
代
的
世
界
像
を
自
明
の
こ
と
と
し
て
」
い
た
と
雷
う
が
、
こ
れ

　
も
自
明
の
こ
と
で
は
な
い
。

⑧
実
際
、
ア
メ
リ
カ
の
グ
ノ
；
シ
ス
研
究
者
E
・
ペ
イ
ゲ
ル
ス
は
§
鳴
9
喧
嵩

　
月
琴
、
§
（
賭
㊦
♂
く
磯
o
H
搾
曽
梱
り
㊤
α
）
（
松
田
直
樹
訳
『
悪
魔
の
起
源
㎏
青
土
社
、
二
〇

　
〇
〇
年
）
で
、
四
福
音
書
に
描
か
れ
た
イ
エ
ス
と
サ
タ
ン
の
闘
争
が
、
編
集
史
的

　
な
見
地
か
ら
す
べ
て
合
理
的
に
説
明
さ
れ
う
る
こ
と
を
示
し
た
。
ち
な
み
に
、
　

　
部
の
学
者
の
よ
う
に
、
イ
エ
ス
に
救
世
主
と
し
て
の
自
己
意
識
が
あ
っ
た
と
理
解

　
す
る
な
ら
ば
、
大
貫
の
解
釈
は
成
立
す
る
余
地
が
あ
る
。

⑨
こ
の
点
に
つ
い
て
評
者
は
、
三
〇
年
以
上
前
に
発
表
さ
れ
た
」
・
M
・
ロ
ビ
ン

　
ソ
ン
の
論
考
「
新
約
聖
書
に
お
け
る
ケ
ー
リ
ユ
グ
マ
と
歴
史
」
が
依
然
、
重
要
で

　
あ
る
と
思
う
Q
回
筈
■
労
。
営
霧
o
p
雪
儒
田
．
国
。
①
ω
8
お
寧
鉦
鴨
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§
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題
註
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§
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§
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Φ
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一
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一
）
”
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〇
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