
二
つ
の

歴
史的
社
会
的
イ
エ
ス
研
究
に
つ
い
て

　
　
　
　
　　
　
i
土
井
正
興
『
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
』
と
田
川
建
三

　
　
　
　
　
　
　
　
　　
『
イ
エ
ス
と
い
う
男
」
i

・
大
　
　
島
　
　
征
　
　
二

　
一
九
六
〇
年
代
以
降
、
日
本
人
に
よ
る
新
約
聖
書
学
は
、
そ
れ
以
前
に
比
べ
る
と
質
量
共
に
大
き
く
進
展
し
た
と
言
っ
て
も
過
言
で
は

あ
る
ま
い
。
例
え
ば
日
本
聖
書
学
研
究
所
の
『
聖
書
学
論
集
』
の
第
一
号
が
出
版
さ
れ
た
の
は
一
九
六
二
年
で
あ
り
、
あ
る
い
は
一
九
六

三年
に
出
版
さ
れ
た
、
八
木
誠
一
氏
の
『
新
約
思
想
の
成
立
』
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
日
本
の
新
約
聖
書
学
は
、
翻
訳
や
、
い
わ
ゆ
る

「横
文
字
を
縦
文
字
に
し
た
」
と
悪
口
を
た
た
か
れ
る
状
態
か
ら
脱
し
、
欧
米
の
研
究
者
に
肩
を
並
べ
る
幾
人
か
の
研
究
者
を
順
次
輩
出

する
に
至
っ
た
。

　と
こ
ろ
で
こ
う
し
た
研
究
者
の
登
場
は
、
新
約
聖
書
学
を
従
来
の
よ
う
に
教
義
学
や
説
教
学
の
補
助
学
的
な
位
置
か
ら
、
強
い
自
己
主

張
を

行う
位
置
へ
と
移
動
さ
せ
、
あ
る
場
合
に
は
、
最
早
キ
リ
ス
ト
教
と
は
絶
縁
し
た
新
約
聖
書
学
の
成
立
さ
え
も
た
ら
し
た
と
い
う
こ

と
が
出
来
る
。

　
本
小

論は
、
日
本
の
新
約
聖
書
学
の
こ
う
し
た
状
況
認
識
に
立
っ
て
、
六
〇
年
代
以
降
に
書
か
れ
た
二
つ
の
い
わ
ゆ
る
「
歴
史
的
社
会

　
　
　

二
つ
の

歴史
的
社
会
的
イ
エ
ス
研
究
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
七



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　　
二
八

的
L
な
イ
エ
ス
論
を
取
り
あ
げ
、
そ
の
特
質
、
意
義
、
問
題
点
に
つ
い
て
若
干
の
指
摘
を
試
み
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
取
り

上げ
た
二
書
以
外
に
も
、
「
歴
史
的
社
会
的
」
と
称
し
う
る
イ
エ
ス
論
は
存
在
す
る
で
あ
ろ
う
が
、
こ
の
二
書
は
、
自
ら
は
っ
き
り
と
非

キ
リ
ス
ト
教
な
い
し
反
キ
リ
ス
ト
教
的
立
場
を
標
榜
し
て
い
る
点
で
共
通
し
た
特
色
を
持
っ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
両
者
に
つ
い
て
は
既

に複
数
の
論
評
が
存
在
し
、
し
か
も
鋭
い
洞
察
に
満
ち
た
根
本
的
批
判
も
少
な
く
な
い
。
そ
の
点
で
拙
論
が
、
文
字
通
り
「
二
番
煎
じ
」

以
外
の
何
で
も
な
い
こ
と
を
お
そ
れ
て
は
い
る
が
、
従
来
の
論
評
に
お
い
て
指
摘
さ
れ
て
い
な
い
事
柄
で
、
な
お
論
じ
る
に
価
す
る
と
思

わ
れる
点
に
つ
き
若
干
記
し
て
み
た
い
。
取
り
上
げ
た
二
書
が
共
に
版
を
重
ね
、
い
ず
れ
も
一
九
九
〇
年
版
が
発
行
さ
れ
て
い
る
現
時
点

で
、
こ
う
し
た
拾
遣
的
作
業
も
全
く
無
意
味
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
　　
　
一
、
土
井
正
興
『
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
』
三
一
書
房
、
一
九
六
六
”

　
　
　
　
　　
一
九
九
〇
（
第
一
六
刷
）
に
つ
い
て

　イ
エ
ス
に
つ
い
て
の
「
歴
史
的
社
会
的
研
究
」
と
い
う
こ
と
ば
が
、
現
在
ど
れ
だ
け
市
民
権
を
得
て
い
る
か
を
述
べ
る
こ
と
は
出
来
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

いが
、
こ
の
こ
と
ば
は
、
本
書
に
対
す
る
書
評
に
お
い
て
、
本
書
を
指
し
て
田
川
建
三
氏
が
用
い
た
こ
と
ば
で
あ
る
。
田
川
氏
は
そ
こ
で
、

イ
エ
ス
研
究
の
「
行
き
づ
ま
り
を
打
破
す
べ
き
一
つ
の
有
力
な
研
究
方
向
は
、
時
代
史
の
、
時
代
社
会
の
場
に
お
い
て
イ
エ
ス
を
取
り
扱

う
こ
と
で
あ
る
。
ロ
ー
マ
の
世
界
支
配
の
下
で
、
異
民
族
の
属
国
と
い
う
圧
迫
さ
れ
た
状
態
の
ユ
ダ
ヤ
人
社
会
が
当
然
は
ら
ん
で
い
た
さ

ま
ざ
ま
の
社
会
的
矛
盾
を
頭
に
お
い
て
、
こ
れ
と
の
密
接
な
関
係
の
中
に
イ
エ
ス
を
研
究
す
る
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
こ
と
ぽ
の
真
の
意

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

味
で
の
歴
史
的
社
会
的
研
究
で
あ
る
」
と
、
こ
の
こ
と
ば
を
説
明
し
て
い
る
。

　
わ
れ
わ
れは
、
神
学
大
学
の
新
約
聖
書
学
の
教
授
で
、
ま
た
日
本
の
キ
リ
ス
ト
教
会
を
代
表
す
る
高
名
な
牧
師
か
ら
は
、
　
「
神
学
に
関



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

係
の
な
い
歴
史
家
が
、
被
圧
迫
者
叛
乱
史
の
立
場
か
ら
書
い
た
も
の
で
、
イ
エ
ス
伝
と
し
て
は
特
殊
な
も
の
で
あ
る
L
と
評
さ
れ
る
に
留

ま
っ
た
が
、
他
方
六
〇
年
代
以
降
の
日
本
の
新
約
聖
書
学
研
究
に
新
風
を
も
た
ら
し
た
新
約
聖
書
学
者
の
一
人
か
ら
は
、
そ
の
方
法
論
を

高
く
評
価
さ
れ
た
本
書
に
つ
い
て
の
考
察
か
ら
始
め
よ
う
。

　本
書
は
一
九
六
六
年
＝
一
月
に
第
一
刷
が
出
さ
れ
て
以
来
一
九
九
〇
年
六
月
の
第
一
六
刷
ま
で
、
ほ
ぼ
四
半
世
紀
に
わ
た
り
、
そ
の
間

の内
外
の
イ
エ
ス
研
究
の
進
展
1
そ
の
中
に
は
同
じ
出
版
社
か
ら
出
版
さ
れ
た
、
後
述
の
田
川
建
三
氏
の
『
イ
エ
ス
と
い
う
男
』
も
含
ま

れる
ー
を
全
く
無
視
し
て
、
何
ら
の
改
訂
も
な
さ
れ
ず
に
出
版
さ
れ
て
い
る
と
い
う
点
で
、
ま
た
、
読
者
の
点
か
ら
も
方
法
と
内
容
の
点

から
も
、
教
会
と
い
う
基
盤
的
読
者
層
を
欠
い
て
い
る
（
？
）
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
か
く
も
長
い
間
商
業
的
に
は
成
り
立
っ
て
い
る
点
で
は

正
に
特
筆す
べ
き
も
の
と
い
え
る
か
も
知
れ
な
い
。

　
本書
の
学
問
的
価
値
と
そ
の
限
界
の
い
わ
ば
発
見
者
で
あ
る
田
川
建
三
氏
が
、
本
書
の
初
版
か
ら
約
＝
二
年
後
に
同
一
の
出
版
社
か
ら

発行
し
た
『
イ
エ
ス
と
い
う
男
』
の
あ
と
が
き
で
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
商
業
的
に
必
ず
成
功
さ
せ
る
た
め
に
は
、
「
『
イ
エ
ス
』
は
小
型

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）
　
　
　
　
　
　
．

新
書版
」
で
と
い
う
「
資
本
の
論
理
」
が
約
一
世
紀
の
経
験
か
ら
得
た
ノ
ウ
ハ
ウ
が
、
本
書
の
長
命
の
理
由
な
の
だ
ろ
う
か
。
し
か
し
本

論
に
お
け
る
筆
者
の
意
図
は
、
本
書
の
商
業
的
成
功
の
理
由
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
は
た
し
て
本
書
が
今
日
で
も

読
む
に

耐え
得
る
も
の
な
の
か
ど
う
か
、
本
書
の
価
値
と
問
題
点
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。

　さ
て
、
　
「
一
、
イ
エ
ス
は
ど
の
よ
う
に
描
か
れ
て
き
た
か
」
に
お
い
て
、
土
井
氏
は
ま
ず
、
原
始
キ
リ
ス
ト
教
時
代
か
ら
今
日
に
い
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

る
ま
で
の
イ
エ
ス
理
解
の
変
遷
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
。
こ
こ
で
の
著
者
の
特
徴
は
、
　
「
多
種
多
様
、
千
差
万
別
」
の
イ
エ
ス
像
の
背
後
、

特
に
中
世
以
降
の
イ
エ
ス
像
の
変
遷
の
背
後
に
、
支
配
者
と
被
支
配
者
、
体
制
派
と
変
革
勢
力
と
の
間
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
i
的
対
立
を
強
く

見
よ
う
と
す
る
こ
と
に
あ
る
。
勿
論
、
各
時
代
の
イ
エ
ス
伝
が
、
　
「
い
ず
れ
も
イ
エ
ス
の
中
に
そ
の
時
代
の
思
想
を
見
出
し
、
そ
れ
以
外

　
　
　

二
つ
の

歴史
的
社
会
的
イ
エ
ス
研
究
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
九



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
〇

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

の

方法
で
は
イ
エ
ス
を
体
験
出
来
な
か
っ
た
L
こ
と
は
、
既
に
A
・
シ
ュ
ヴ
ァ
イ
ツ
ァ
ー
が
そ
の
著
『
イ
エ
ス
伝
研
究
史
』
に
お
い
て
確

認
し
た
認
識
で
あ
る
が
、
土
井
氏
の
特
徴
は
、
さ
ら
に
そ
う
し
た
時
代
精
神
の
基
盤
と
し
て
、
各
時
代
の
社
会
的
構
造
と
そ
こ
に
お
け
る

イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
状
況
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
イ
エ
ス
伝
の
著
者
の
イ
エ
ス
像
を
決
定
す
る
も
の
と
し
て
、
著
者
個
人
に
優
先
す
る
と
さ
れ
て

いる
こ
と
に
あ
る
。
こ
う
し
た
氏
の
意
識
は
ヴ
ォ
ル
テ
ー
ル
を
も
っ
て
「
史
的
人
物
と
し
て
の
イ
エ
ス
像
」
の
提
起
者
と
見
な
す
解
釈
に

　
　
　
　
　
　
（
7
）

も
反
映
し
て
い
る
。
A
・
シ
ュ
ヴ
ァ
イ
ツ
ァ
ー
が
、
　
「
ラ
イ
マ
ー
ル
ス
以
前
に
は
、
イ
エ
ス
伝
を
史
的
に
把
握
し
よ
う
と
試
み
た
人
は
い

　
　
　
（
8
）

な

か
っ
た
」
と
述
べ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
土
井
氏
は
こ
の
シ
ュ
ヴ
ァ
イ
ツ
ァ
ー
の
指
摘
を
紹
介
し
つ
つ
、
む
し
ろ
ラ
イ
マ
ー
ル
ス
と
同

じ
一
六
九
四
年
に
生
ま
れ
、
奇
し
く
も
ラ
イ
マ
ー
ル
ス
の
イ
エ
ス
伝
が
、
彼
の
死
後
十
年
目
に
レ
ヅ
シ
ソ
グ
の
手
に
よ
っ
て
公
刊
さ
れ
た

そ
の
年
、
一
七
七
八
年
に
死
ん
だ
ヴ
ォ
ル
テ
ー
ル
に
、
シ
ュ
ヴ
ァ
イ
ツ
ァ
ー
が
ラ
イ
マ
ー
ル
ス
に
与
え
た
位
置
を
与
え
る
の
で
あ
る
。
氏

が
一
方
で
、
ヴ
ォ
ル
テ
ー
ル
は
「
『
キ
リ
ス
ト
教
の
検
討
』
を
お
こ
な
っ
た
の
で
あ
っ
て
、
イ
エ
ス
伝
を
構
想
し
よ
う
と
し
た
の
で
は
な

か
っ
た
」
と
述
べ
な
が
ら
、
他
方
で
ヴ
ォ
ル
テ
ー
ル
は
イ
エ
ス
を
「
史
的
人
物
と
し
て
位
置
づ
け
よ
う
と
し
た
」
と
記
し
て
、
あ
え
て
ヴ

ォ

ル
テ
ー
ル
を
史
的
人
物
の
イ
エ
ス
像
の
提
起
者
と
し
て
位
置
づ
け
る
の
は
な
ぜ
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
氏
の
歴
史
学
の
根
底
に
あ
る
、

個
人よ
り
も
時
代
の
階
級
状
況
や
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
優
位
に
置
く
、
氏
の
唯
物
史
観
と
い
う
無
意
識
の
前
提
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
中

世
封
建
社会
、
絶
対
主
義
時
代
、
啓
蒙
主
義
の
時
代
と
い
う
巨
視
的
な
社
会
史
的
展
開
に
お
い
て
は
、
時
代
を
代
表
す
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー

の中
心
に
位
置
す
る
者
が
、
そ
の
時
代
の
思
想
を
代
弁
す
る
。
イ
エ
ス
伝
の
歴
史
に
お
け
る
意
義
で
は
な
く
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
歴
史
に

お
け
る
イ
エ
ス
像
の
変
化
が
氏
の
関
心
事
で
あ
る
。
一
八
世
紀
後
半
の
思
想
史
に
お
い
て
圧
到
的
に
重
要
な
位
置
を
占
め
る
ヴ
ォ
ル
テ
ー

ル
の
イ
エ
ス
観
こ
そ
、
イ
エ
ス
伝
の
歴
史
か
ら
す
れ
ぽ
画
期
的
な
転
換
点
と
見
な
さ
れ
、
思
想
史
的
に
重
要
で
は
な
い
ラ
イ
マ
ー
ル
ス
の

業績
よ
り
も
注
目
に
価
す
る
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。



　
ヴ
ォ

ル
テ
ー
ル
か
ら
シ
ュ
ト
ラ
ウ
ス
、
バ
ウ
ア
ー
に
至
る
土
井
氏
の
記
述
は
、
シ
ュ
ヴ
ァ
イ
ツ
ァ
ー
の
『
イ
エ
ス
伝
研
究
史
』
の
よ
う

に
、
こ
の
間
ど
の
よ
う
な
イ
エ
ス
像
が
提
起
さ
れ
た
か
と
い
う
、
イ
エ
ス
像
の
変
遷
そ
の
も
の
へ
の
関
心
と
い
う
よ
り
も
、
幾
人
か
の
そ

れぞ
れ
の
時
代
の
代
表
的
思
想
家
の
イ
エ
ス
観
を
取
り
上
げ
、
社
会
の
歴
史
的
展
開
の
中
で
、
そ
う
し
た
イ
エ
ス
観
、
い
な
む
し
ろ
、
そ

れら
の
思
想
家
が
果
た
し
た
歴
史
的
役
割
が
如
何
な
る
も
の
で
あ
っ
た
か
に
関
心
が
置
か
れ
て
い
る
。
勿
論
シ
ュ
ヴ
ァ
イ
ツ
ァ
ー
の
よ
う

に
、
あ
ら
ゆ
る
資
料
を
オ
リ
ジ
ナ
ル
な
も
の
で
利
用
す
る
の
が
不
可
能
で
あ
る
以
上
、
シ
ュ
ヴ
ァ
イ
ツ
ァ
ー
と
同
じ
方
法
を
取
る
こ
と
は

出
来
ず
、
従
っ
て
新
た
な
発
見
を
氏
に
要
求
す
る
こ
と
は
無
理
な
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
余
り
に
も
図
式
的
な
歴
史
的
通
覧
は
、

類似
の
思
想
な
い
し
イ
エ
ス
像
の
間
の
、
微
妙
な
し
か
し
決
定
的
な
差
異
を
見
落
し
て
し
ま
う
危
険
を
免
れ
な
い
。
こ
の
こ
と
は
氏
の
ブ

ル
ト
マ
ソ
の
理
解
と
位
置
づ
け
に
お
い
て
例
示
的
に
明
ら
か
で
あ
る
。
も
っ
と
も
そ
れ
以
前
に
氏
は
ブ
ル
ト
マ
ソ
の
発
言
に
関
し
て
決
定

的
な
誤
解
を
し
て
い
る
。
即
ち
氏
に
よ
れ
ば
ブ
ル
ト
マ
ソ
は
、
「
『
も
は
や
わ
れ
わ
れ
は
、
イ
エ
ス
の
性
格
・
人
格
・
生
涯
に
つ
い
て
は
何

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
も
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
も
　
　
へ
　
　
も
　
　
も
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

ら
知
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
彼
の
言
葉
の
た
だ
一
つ
を
も
権
威
あ
る
も
の
と
し
て
示
す
こ
と
が
で
き
な
い
』
と
断
言
す
る
」
　
（
傍
点
は
筆

　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

者
）
と
断
定
さ
れ
る
。
氏
は
出
典
箇
所
を
明
示
し
て
い
な
い
が
、
こ
の
文
の
前
半
か
ら
、
ブ
ル
ト
マ
ン
の
論
文
集
『
信
仰
と
理
解
』
、
第

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

四

巻
所収
の
論
文
、
　
「
共
観
福
音
書
の
研
究
」
（
一
九
六
一
年
）
、
3
0
頁
か
ら
の
引
用
と
も
推
察
さ
れ
る
。
も
し
こ
の
推
理
が
当
っ
て
い
る

と
す
れ
ば
、
引
用
の
後
半
は
、
一
九
六
七
年
に
出
版
さ
れ
た
山
形
孝
夫
氏
の
邦
訳
に
あ
る
よ
う
に
、
正
し
く
は
「
：
…
：
し
か
し
は
る
か

に

重
要な
事
柄
、
す
な
わ
ち
イ
エ
ス
の
告
知
の
内
容
は
、
認
識
可
能
と
い
う
よ
り
も
む
し
ろ
ま
す
ま
す
明
瞭
に
認
識
さ
れ
る
の
で
あ
る
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）

と
訳
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
土
井
氏
の
イ
エ
ス
研
究
が
山
形
氏
の
翻
訳
の
後
に
書
か
れ
て
い
れ
ば
、
あ
る
い
は
こ
う
し
た
決
定
的
な
間

違
い
を
避
け
え
た
か
も
知
れ
な
い
が
、
と
も
か
く
先
の
よ
う
な
誤
読
（
？
）
か
ら
出
発
す
る
以
上
、
あ
た
か
も
ブ
ル
ト
マ
ソ
が
、
　
「
歴
史
的

人物
と
し
て
の
イ
エ
ス
は
、
全
く
復
元
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
し
た
が
っ
て
歴
史
的
イ
エ
ス
の
探
求
は
不
可
能
で
あ
る
と
い
う
結
論
に
客

　
　
　

二
つ
の

歴史
的
社
会
的
イ
エ
ス
研
究
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ご
＝



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　　
三
二

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

観
的
に
は
なら
ざ
る
を
得
な
く
な
る
」
と
考
え
て
い
る
か
の
よ
う
に
誤
解
さ
れ
る
の
も
致
し
方
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
第
一
の
誤
解
が
、

別
の
ブ
ル
ト
マ
ン
引
用
に
続
く
、
更
に
も
う
一
つ
の
誤
解
を
結
果
す
る
の
は
当
然
の
帰
結
と
言
え
よ
う
。
氏
は
、
ブ
ル
ト
マ
ン
に
お
い
て

は
、
　
「
史
的
イ
エ
ス
が
存
在
し
な
く
て
も
、
キ
リ
ス
ト
教
の
信
仰
が
ゆ
る
が
な
い
こ
と
が
強
調
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
」
と
解
し
、
　
「
信

仰
の
問
題
と
史
的
イ
エ
ス
の
問
題
が
切
り
は
な
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
の
見
方
か
ら
す
れ
ぽ
、
キ
リ
ス
ト
教
神
学
者
に
よ
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

て
、
客
観
的
に
は
史
的
イ
エ
ス
が
『
抹
殺
』
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
は
、
は
な
は
だ
興
味
深
い
点
で
あ
る
」
と
語
る
、
な
る
ほ
ど
ブ
ル
ト
マ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヒ
ス
ト
リ
カ
”
°
プ
〃
ー
フ
　
　
　
　
　
　
ヒ
ス
ト
リ
カ
”
°
プ
ア
ク
ト
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）

ン
は
、
　
「
神
が
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
に
お
い
て
行
っ
た
こ
と
は
歴
史
的
証
明
が
可
能
な
よ
う
な
歴
史
的
事
実
で
は
な
い
」
と
い
う
。
し
か

し
な
が
ら
こ
こ
で
ブ
ル
ト
マ
ン
が
言
っ
て
い
る
こ
と
は
、
バ
ゥ
ア
ー
の
よ
う
に
史
的
イ
エ
ス
を
抹
殺
、
す
な
わ
ち
「
イ
エ
ス
な
る
人
物
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

存
在
し
な
か
っ
た
と
結
論
し
て
も
よ
い
と
し
た
」
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
反
対
に
、
ブ
ル
ト
マ
ソ
は
「
イ
エ
ス
は
、
ガ
リ
ラ
ヤ
の
ナ
ザ

レ

から
出
た
人
間
的
な
歴
史
上
の
一
人
物
で
あ
る
」
こ
と
、
　
「
彼
の
業
と
運
命
は
、
世
界
史
の
内
部
で
起
り
、
ま
た
か
か
る
も
の
と
し
て

歴
史
家
の

吟味
に
服
す
る
の
で
あ
っ
て
、
歴
史
家
は
そ
れ
を
歴
史
の
連
鎖
の
一
部
分
と
し
て
理
解
し
得
る
の
で
あ
る
」
こ
と
を
認
め
て
い

　
　
　
　
（
1
6
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヒ
ス
ト
リ
カ
”
°
イ
ソ
ク
ワ
イ
ア
リ
ー

る
の
で
あ
る
。
こ
の
前
提
に
立
゜
っ
て
、
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
「
史
学
的
探
求
は
、
神
が
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
に
お
い
て
行
っ
た
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
7
）

と
、
す
な
わ
ち
終
末
的
出
来
事
を
理
解
し
得
な
い
」
こ
と
、
こ
の
こ
と
を
ブ
ル
ト
マ
ソ
は
主
張
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
福
音
伝
承
の

様
式
史
的

研究
に
よ
っ
て
ブ
ル
ト
マ
ソ
が
到
達
し
た
認
識
は
、
様
式
史
と
い
う
歴
史
学
的
研
究
が
「
大
き
な
不
確
実
さ
の

中
に
わ
れ
わ
れ
を
導
き
は
す
る
が
、
完
全
な
懐
疑
に
終
ら
な
い
」
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
　
「
か
つ
て
イ
エ
ス
が
存
在
し
た
こ
と
に
疑
い
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
8
）

抱き
、
異
論
を
唱
え
る
人
々
の
作
り
ご
と
に
引
き
渡
さ
れ
る
こ
と
は
決
し
て
な
い
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
う
し
た
認
識
は
既
に
、

一
九
二
六年
の
彼
の
『
イ
エ
ス
』
の
前
提
と
な
っ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
彼
の
『
イ
エ
ス
』
は
、
　
「
イ
エ
ス
の
生
涯
や
人
と
な
り
に
つ
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
9
）

て

は少
し
し
か
知
ら
な
い
代
り
に
、
彼
の
宣
教
に
就
い
て
は
多
く
を
知
っ
て
い
て
、
一
貫
し
た
一
つ
の
像
を
構
成
す
る
こ
と
が
出
来
る
」



と
す
る
、
彼
の
史
的
確
信
に
基
づ
い
て
書
か
れ
た
も
の
以
外
の
何
物
で
も
な
い
。
従
っ
て
史
的
イ
エ
ス
の
理
解
に
関
し
て
、
バ
ゥ
ア
ー
と

ブ

ルト
マ
ン
と
は
全
く
異
っ
て
お
り
、
ブ
ル
ト
マ
ン
が
、
イ
エ
ス
に
信
仰
の
根
拠
を
置
こ
う
、
ま
た
置
き
得
る
、
と
し
た
一
九
世
紀
の
イ

エ
ス

伝
神学
の
批
判
に
立
っ
て
い
る
と
同
時
に
、
パ
ウ
ア
ー
流
の
イ
エ
ス
の
「
抹
殺
」
に
も
手
を
貸
し
て
い
な
い
こ
と
は
明
々
白
々
で
あ

る
。　

一
九
六
〇
年
代
前
半
、
ブ
ル
ト
マ
ン
の
『
新
約
聖
書
と
神
話
論
』
、
『
キ
リ
ス
ト
と
神
話
』
、
『
イ
エ
ス
』
は
既
に
邦
訳
さ
れ
て
お
り
、
ま

た
一
九
六
三
年
出
版
の
『
聖
書
学
論
集
』
2
、
　
「
史
的
イ
エ
ス
の
問
題
」
に
お
い
て
も
、
八
木
誠
一
氏
や
田
川
建
三
氏
に
よ
っ
て
、
ブ
ル

ト
マ
ン
の
イ
エ
ス
論
で
何
が
問
題
な
の
か
が
的
確
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
状
況
を
考
慮
す
る
な
ら
ば
、
こ
こ
に
指
摘
し
た
土
井
氏
の
ブ
ル
ト

マ
ン

誤解
は
惜
し
ま
れ
る
が
、
単
に
そ
れ
に
と
ど
ま
ら
ず
、
本
書
が
長
期
に
わ
た
っ
て
発
行
さ
れ
続
け
て
い
る
だ
け
に
、
誤
解
の
再
生
産

が憂
慮
さ
れ
る
。

　同
様
な
土
井
氏
の
誤
解
、
な
い
し
は
読
者
に
誤
解
を
生
じ
さ
せ
か
ね
な
い
記
述
は
、
ボ
ル
ン
カ
ム
に
関
す
る
箇
所
に
お
い
て
も
見
出
さ

れる
。
土
井
氏
に
よ
れ
ば
、
　
「
最
近
で
は
ボ
ル
ン
カ
ム
に
よ
っ
て
、
　
『
も
は
や
何
人
も
イ
エ
ス
の
生
涯
を
記
述
し
得
る
立
場
に
は
い
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
0
）

…
…
』
と
し
て
、
イ
エ
ス
の
生
涯
を
記
述
す
る
こ
と
ボ
不
可
能
で
あ
る
こ
と
が
強
調
さ
れ
て
い
る
」
と
い
う
。
も
し
読
者
が
こ
う
し
た
紹

介し
か
読
ま
な
け
れ
ば
、
ボ
ル
ン
カ
ム
に
『
ナ
ザ
レ
の
イ
エ
ス
』
と
い
う
、
ブ
ル
ト
マ
ン
以
上
に
肯
定
的
な
イ
エ
ス
の
歴
史
的
記
述
を
内

容
と
し
た
イ
エ
ス
論
の
あ
る
こ
と
は
、
想
像
す
ら
出
来
な
い
こ
と
だ
ろ
う
。
ボ
ル
ソ
カ
ム
が
土
井
氏
の
引
用
し
た
発
言
で
言
わ
ん
と
す
る

こ
と
は
、
ブ
ル
ト
マ
ン
の
一
九
世
紀
イ
エ
ス
伝
神
学
批
判
と
同
様
に
、
イ
エ
ス
の
生
涯
の
経
過
を
伝
記
的
、
心
理
学
的
に
記
述
す
る
こ
と

を

可能
だ
と
す
る
立
場
の
否
定
で
あ
り
、
そ
う
し
た
前
提
に
立
つ
イ
エ
ス
伝
の
不
可
能
性
に
つ
い
て
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
1
）

　
ボ

ル
ソ
カ
ム
の
理
解
に
よ
れ
ば
、
　
「
原
始
キ
リ
ス
ト
教
の
イ
エ
ス
伝
承
に
は
歴
史
が
充
満
し
て
い
る
の
で
あ
る
」
。
た
だ
、
原
始
教
会

　
　
　

二
つ
の

歴史
的
社
会
的
イ
エ
ス
研
究
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
三



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　　
三
四

のイ
エ
ス
伝
承
は
、
　
「
ど
の
層
ど
の
部
分
を
と
っ
て
み
て
も
、
イ
エ
ス
の
歴
史
の
現
実
と
イ
エ
ス
の
復
活
の
現
実
と
の
証
言
で
あ
る
。
し

た
が
っ
て
、
福
音
書
の
割
ユ
短
の
か
か
暦
歴
史
を
、
し
か
し
ま
た
歴
史
の
な
か
で
告
知
を
探
し
出
す
こ
と
が
私
た
ち
に
負
わ
さ
れ
た
課
題
で

あ
露
こ
と
を
認
識
す
る
こ
と
が
強
調
さ
れ
る
の
で
あ
る
・
ボ
ル
ン
カ
ム
に
よ
れ
ば
・
わ
れ
わ
れ
の
置
か
れ
て
い
る
状
況
は
・
・
史
的
イ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
3
）

エ
ス

を問
う
勇
気
を
断
じ
て
私
た
ち
か
ら
奪
い
と
る
も
の
で
は
あ
り
え
な
い
」
の
で
あ
る
。

　
結
論
的
に
言う
な
ら
ば
、
土
井
氏
は
二
〇
世
紀
初
頭
ま
で
の
、
イ
エ
ス
の
歴
史
を
伝
記
的
、
心
理
学
的
に
処
理
し
て
イ
エ
ス
の
生
涯
の

記
述
を目
指
し
た
イ
エ
ス
伝
の
営
為
と
、
こ
う
し
た
イ
エ
ス
伝
の
断
念
か
ら
出
発
し
た
現
代
の
史
的
イ
エ
ス
研
究
と
の
相
違
が
明
確
に
認

識
さ
れ
て
い
な
い
と
断
定
せ
ざ
る
を
得
な
い
。

　
現代
の
史
的
イ
エ
ス
研
究
の
境
位
に
関
す
る
土
井
氏
の
不
十
分
な
認
識
も
し
く
は
誤
解
に
つ
い
て
の
指
摘
か
ら
、
次
に
わ
れ
わ
れ
は
氏

の
イ
エ
ス
研
究
の
本
論
に
関
す
る
考
察
へ
と
論
を
進
め
る
こ
と
と
し
よ
う
。

　
土
井
氏
は
原
始
キ
リ
ス
ト
教
の
運
動
を
古
代
に
お
け
る
被
圧
迫
階
級
の
大
衆
運
動
と
し
て
評
価
し
た
エ
ン
ゲ
ル
ス
の
立
場
を
継
承
し
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
以
）

がら
も
、
　
「
史
的
イ
エ
ス
の
役
割
を
ほ
と
ん
ど
評
価
し
て
い
な
い
」
エ
ン
ゲ
ル
ス
に
注
目
し
て
、
む
し
ろ
逆
に
、
原
始
キ
リ
ス
ト
教
発
生

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

の

諸
条件
の
中
で
、
イ
エ
ス
が
果
た
し
た
役
割
を
積
極
的
に
検
討
す
る
こ
と
を
企
図
す
る
。
氏
に
よ
れ
ば
、
　
「
こ
れ
が
イ
エ
ス
伝
を
可
能

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
5
）

にす
る
唯
一
の
道
で
あ
る
」
（
傍
点
筆
者
）
と
さ
れ
る
。
　
「
イ
エ
ス
伝
を
可
能
に
す
る
」
と
い
う
用
語
法
に
も
、
先
に
指
摘
し
た
如
く
、
イ

エ
ス伝
の
断
念
か
ら
出
発
し
た
現
代
の
史
的
イ
エ
ス
研
究
の
境
位
に
つ
い
て
の
氏
の
無
理
解
は
明
ら
か
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
と
も
か
く
、

こ

の
よ
う
な
視
座
の
自
覚
に
立
っ
て
イ
エ
ス
を
彼
の
時
代
と
そ
の
社
会
状
況
の
中
で
捉
え
よ
う
と
試
み
た
点
に
、
日
本
の
イ
エ
ス
論
に
対

す
る
氏
の
独
自
の
貢
献
を
認
め
る
こ
と
が
出
来
る
で
あ
ろ
う
。
氏
の
著
書
が
有
す
る
こ
う
し
た
意
義
を
誰
よ
り
も
早
く
認
識
し
た
の
は
、

後
に
自
ら
も
同
様
の
視
座
に
立
っ
て
、
　
『
イ
エ
ス
と
い
う
男
』
を
偶
々
同
一
の
出
版
社
か
ら
出
版
す
る
こ
と
と
な
る
田
川
建
三
氏
で
あ
る
。



田
川
氏
は
、
　
『
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
』
に
つ
い
て
の
書
評
に
お
い
て
、
著
者
の
新
約
学
、
特
に
福
音
書
の
文
献
批
判
的
扱
い
に
関
す
る
常

識
の
欠
如
、
史
料
か
ら
の
推
論
に
見
ら
れ
る
飛
躍
、
史
料
の
解
釈
に
際
し
て
の
現
代
的
問
題
意
識
の
過
度
の
持
ち
こ
み
の
三
つ
を
あ
げ
て

個
々
の
問
題
点
を
批
判
し
つ
つ
も
、
し
か
し
、
そ
う
し
た
欠
点
に
の
み
目
く
じ
ら
を
立
て
る
こ
と
で
本
書
の
意
義
を
見
逃
し
て
は
な
ら
な

いと
述
べ
て
い
る
。
　
「
イ
エ
ス
が
下
層
の
民
衆
の
立
場
に
立
ち
、
差
別
撤
廃
を
主
張
し
た
、
そ
れ
も
単
に
『
宗
教
的
』
観
念
と
し
て
で
は

なく
、
ま
さ
に
社
会
的
地
平
に
お
い
て
主
張
し
た
、
と
い
う
土
井
氏
の
基
本
認
識
は
正
し
い
」
の
で
あ
り
、
土
井
氏
の
発
言
を
「
わ
れ
わ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
6
）

れ自
身
の
問
題
と
し
て
展
開
し
て
い
か
ね
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
の
が
田
川
氏
の
書
評
の
結
論
で
あ
る
。

　
し

かし
田
川
氏
か
ら
「
イ
エ
ス
を
歴
史
的
社
会
的
場
に
お
い
て
と
ら
え
る
」
先
駆
的
著
作
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
た
本
書
は
、
内
容
的

に
は田
川
氏
の
指
摘
し
た
以
上
に
種
々
の
欠
陥
を
は
ら
ん
で
い
る
と
見
な
さ
ざ
る
を
得
な
い
。
そ
の
一
つ
は
、
し
ば
し
ぼ
史
料
そ
の
も
の

で
は
なく
、
特
定
の
二
次
的
文
献
に
無
批
判
に
依
存
し
て
し
ま
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
例
え
ば
ダ
ニ
エ
ル
・
ロ
プ
ス
へ
の
依
存
が
目
立

つ
。
本
書
の
「
三
、
イ
エ
ス
出
現
時
の
ユ
ダ
ヤ
の
状
況
」
中
の
「
ユ
ダ
ヤ
の
民
衆
生
活
」
の
記
述
と
、
D
・
ロ
プ
ス
著
、
波
木
居
斉
二
、

波
木
居純
一
訳
『
イ
エ
ス
時
代
の
日
常
生
活
』
1
を
併
読
す
る
な
ら
ば
、
土
井
氏
の
「
ユ
ダ
ヤ
人
は
サ
マ
リ
ヤ
人
を
家
畜
の
群
、
烏
合
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
2
）

衆
と
み
な
し
、
か
れ
ら
が
同
民
族
で
あ
る
と
い
う
権
利
を
み
と
め
よ
う
と
は
し
な
か
っ
た
」
と
い
う
引
用
符
な
し
の
記
述
が
ロ
プ
ス
の
記

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
8
）

述
で
は
最
後
の
部
分
が
「
認
め
な
か
っ
た
」
と
な
っ
て
い
る
以
外
全
く
同
じ
で
あ
る
の
は
特
別
と
し
て
も
、
奴
隷
に
関
す
る
記
述
、
地
の

民
に
関
す
る
土
井
氏
の
記
述
が
ロ
プ
ス
の
記
述
と
深
い
共
観
関
係
に
あ
る
こ
と
を
認
め
ざ
る
を
得
な
い
。
ピ
リ
ポ
の
支
配
地
域
に
関
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
9
）

記述
で
土
井
氏
が
ヨ
セ
フ
ス
を
顧
慮
し
て
い
な
い
と
田
川
氏
か
ら
批
判
さ
れ
る
の
も
、
ル
カ
の
三
章
を
引
用
し
て
の
ロ
プ
ス
の
記
述
を
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
0
）

土
井氏
が
無
批
判
に
反
復
し
て
い
る
結
果
に
他
な
ら
な
い
と
言
え
る
か
も
知
れ
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
1
）

　
ロ

プ

ス
と
並
ん
で
極
立
つ
の
が
、
E
・
シ
ュ
タ
ウ
フ
ァ
ー
へ
の
依
存
で
あ
る
。
サ
ソ
ヘ
ド
リ
ン
の
お
き
て
の
列
挙
が
、
シ
ュ
タ
ウ
フ
ァ

　
　
　

ニ
つ
の

歴史
的
社
会
的
イ
エ
ス
研
究
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
五



　
　
　
　
　
　
　
　
　　
．
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
六

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
2
）

1
の
『
エ
ル
サ
レ
ム
と
戸
ー
マ
』
に
基
づ
い
て
い
る
の
は
指
摘
す
る
ま
で
も
な
く
明
ら
か
で
あ
る
が
、
サ
マ
リ
ヤ
の
一
部
と
さ
れ
る
ア
イ

ノ
ン
と
い
う
地
名
を
根
拠
に
、
洗
礼
者
ヨ
ハ
ネ
の
活
動
と
サ
マ
リ
ヤ
と
の
結
び
つ
き
を
強
調
し
て
、
　
「
ヨ
ハ
ネ
を
し
て
民
族
的
差
別
の
否

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
3
）

定
を

主
張す
る
条
件
を
つ
く
り
出
し
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
」
と
い
っ
た
、
あ
る
い
は
「
ヨ
ハ
ネ
の
運
動
へ
の
参
加
者
は
、

既
に
み
たよ
う
に
、
当
時
の
ユ
ダ
ヤ
社
会
に
お
い
て
、
も
っ
と
も
抑
圧
さ
れ
差
別
さ
れ
疎
外
さ
れ
た
、
ア
ム
睡
ハ
ー
ー
ア
レ
ツ
、
サ
マ
リ
ヤ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
謎
）

人
、
ユ
ダ
ヤ
に
住
む
異
邦
人
で
あ
っ
た
」
と
す
る
氏
の
短
絡
的
結
論
も
、
聖
書
中
唯
一
ア
イ
ノ
ソ
の
地
名
を
伝
え
る
、
『
ヨ
ハ
ネ
福
音
書
』

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
5
）

三章
三
三
節
を
根
拠
に
洗
礼
者
と
サ
マ
リ
ヤ
の
結
び
つ
き
を
強
調
す
る
、
シ
ュ
タ
ゥ
フ
ァ
ー
の
特
異
な
見
解
に
無
批
判
に
乗
っ
て
し
ま
っ

た
結果
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　さ
て
、
土
井
氏
の
史
的
イ
エ
ス
探
求
の
方
法
論
的
核
心
は
、
新
約
聖
書
も
し
く
は
福
音
書
の
「
信
仰
を
基
礎
と
し
た
構
成
の
な
か
に
内

在す
る
歴
史
的
事
実
を
発
掘
し
て
い
く
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
そ
の
発
堀
は
、
当
時
の
ユ
ダ
ヤ
の
お
か
れ
た
客
観
的
条
件
と
、
福
音

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
6
）

書
の
記
事
の
照
合
の
な
か
で
推
進
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
」
と
い
う
氏
の
こ
と
ぽ
に
最
も
よ
く
集
約
さ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
問
題

意
識
自
体
は
、
一
九
六
〇
年
代
の
時
点
に
お
い
て
、
す
ぐ
れ
た
発
想
と
し
て
充
分
評
価
さ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
問
題
は
そ
の
問
題
意
識
が
、

充
分な
方
法
的
裏
付
け
を
も
っ
て
具
体
的
に
展
開
さ
れ
、
現
実
化
さ
れ
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
　
「
二
、
イ
エ
ス
の
出
現
時
の
ユ

ダ
ヤ
の
状
況
」
に
つ
い
て
の
氏
の
詳
論
が
、
一
次
資
料
と
い
う
よ
り
二
次
的
文
献
、
ま
た
そ
の
文
献
に
見
出
さ
れ
る
限
り
の
一
次
資
料
に

強
く
依
存
し
て
い
る
こ
と
は
既
に
指
摘
し
た
。

　
著者
に
よ
れ
ば
、
　
「
福
音
書
に
記
録
さ
れ
て
い
る
イ
エ
ス
の
言
葉
と
」
、
当
時
の
ユ
ダ
ヤ
の
「
客
観
的
条
件
を
つ
き
あ
わ
せ
て
み
る
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
7
）

き
」
、
イ
エ
ス
「
自
身
が
下
層
民
の
解
放
の
要
求
に
依
拠
し
て
活
動
を
つ
づ
け
た
で
あ
ろ
う
こ
と
を
確
か
め
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
い
う
。

こ
こ
で
問
題
と
な
る
の
は
氏
の
ガ
リ
ラ
ヤ
理
解
が
妥
当
か
ど
う
か
と
い
う
点
で
あ
る
。
氏
に
よ
れ
ば
、
　
「
こ
の
ガ
リ
ラ
ヤ
こ
そ
が
、
重
荷



を
お
っ
た
下
層
民
の
解
放
の
要
求
が
う
ず
ま
い
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
ゼ
ロ
ー
タ
イ
の
拠
点
で
あ
り
、
い
く
た
び
か
の
反
ロ
ー
マ
の
メ

シ

ア

運動
が
お
こ
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
り
、
ま
た
ユ
ダ
ヤ
の
社
会
で
疎
外
さ
れ
て
い
た
ア
ム
ー
ー
ハ
H
ア
レ
ツ
の
多
く
す
ん
で
い
た
地
域
で
も

　
（
3
8
）

あ
る
」
と
い
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
ユ
ダ
ヤ
全
土
の
中
で
特
に
ガ
リ
ラ
ヤ
「
こ
そ
」
が
重
荷
を
お
っ
た
下
層
民
の
解
放
の
要
求
が
う
ず
ま

い
て

い

たと
い
う
の
は
、
何
を
根
拠
に
し
て
言
え
る
の
だ
ろ
う
か
。
ヨ
セ
ブ
に
よ
れ
ば
、
　
「
ガ
リ
ラ
ヤ
全
土
が
肥
沃
で
緑
も
豊
か
で
あ
ら

ゆ
る
樹
木
に
恵
れ
て
い
る
と
い
う
好
条
件
に
魅
せ
ら
れ
て
、
労
働
を
全
く
好
ま
な
い
者
ま
で
こ
の
地
に
集
ま
」
り
、
　
「
町
も
密
集
し
て
存

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
9
）

在
し
、
村
と
い
え
ど
も
そ
の
多
く
は
肥
沃
な
土
地
の
お
か
げ
で
多
く
の
住
民
に
恵
ま
れ
」
て
い
た
と
い
う
。
豊
か
な
土
地
で
あ
る
だ
け
に

支
配者
の
収
奪
も
厳
し
か
っ
た
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
と
し
て
も
、
ア
ソ
テ
ィ
パ
ス
の
支
配
が
ロ
ー
マ
の
直
接
支
配
と
ユ
ダ
ヤ
教
祭
司

貴
族
の
収
奪
に
対
し
て
は
、
む
し
ろ
一
定
の
歯
止
め
を
か
け
て
い
た
と
も
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ユ
ダ
ヤ
の
他
地
域
の
下

層
民
に
比
ベ
ガ
リ
ラ
ヤ
の
下
層
民
が
特
に
悲
惨
で
あ
っ
た
と
い
う
積
極
的
な
証
拠
は
存
在
し
な
い
。

　さ
ら
に
ま
た
、
果
し
て
ガ
リ
ラ
ヤ
は
ゼ
ロ
ー
タ
イ
の
本
拠
で
あ
っ
た
と
言
え
る
の
だ
ろ
う
か
。
土
井
氏
に
よ
れ
ば
、
　
「
と
く
に
ガ
リ
ラ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
0
）

ヤ

地
方
は

錯
雑し
た
洞
窟
の
多
い
地
形
で
も
っ
て
」
ゼ
ロ
ー
タ
イ
の
活
動
に
適
し
て
い
た
と
言
う
が
、
ユ
ダ
の
荒
地
の
方
が
む
し
ろ
、
と

言う
の
が
言
い
過
ぎ
な
ら
、
ユ
ダ
の
荒
地
も
ま
た
そ
う
し
た
記
述
に
ふ
さ
わ
し
い
地
形
を
な
し
て
い
る
。
現
に
第
一
次
ユ
ダ
ヤ
戦
争
で
ユ

ダ
ヤ
人
が
地
形
を
利
用
し
て
最
後
ま
で
ロ
ー
マ
軍
に
抵
抗
し
得
た
の
は
ユ
ダ
の
荒
野
に
お
い
て
で
あ
り
、
メ
シ
ア
を
儲
称
し
た
バ
ル
・
コ

ホ

バ
の乱
の
拠
点
も
、
ガ
リ
ラ
ヤ
で
は
な
く
、
ユ
ダ
の
荒
野
の
洞
窟
で
あ
っ
た
。

　
紀
元
六年
の
ガ
リ
ラ
ヤ
の
ユ
ダ
の
反
乱
を
根
拠
に
ガ
リ
ラ
ヤ
を
ゼ
ロ
ー
タ
イ
の
本
拠
と
言
う
な
ら
ば
、
こ
れ
も
正
確
で
あ
る
と
は
言
い

難
い
。
ヨ
セ
フ
ス
の
記
述
が
信
用
出
来
る
な
ら
、
ユ
ダ
を
も
っ
て
ゼ
ロ
ー
タ
イ
と
い
う
党
派
の
創
始
者
と
見
る
こ
と
は
可
能
だ
と
し
て
も
、

し
か
し
ガ
リ
ラ
ヤ
は
ユ
ダ
の
出
自
の
地
と
言
え
る
だ
け
で
、
彼
が
そ
こ
に
運
動
の
本
拠
地
を
置
い
た
か
ど
う
か
は
不
明
で
あ
る
。
土
井
氏

　
　
　

二
つ
の

歴史
的
社
会
的
イ
エ
ス
研
究
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
七



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　　
三
八

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
1
）

は
「

人
口

調査
に
反
対
し
て
ガ
リ
ラ
ヤ
で
ユ
ダ
と
ザ
ド
ク
を
指
導
者
と
す
る
反
乱
が
起
っ
て
い
た
」
（
傍
点
筆
者
）
と
記
す
が
、
　
「
ガ
リ
ラ

ヤ人
」
は
必
ず
し
も
「
ガ
リ
ラ
ヤ
で
」
と
い
う
情
報
を
含
ん
で
は
い
な
い
。
人
口
調
査
が
実
施
さ
れ
た
の
は
、
失
脚
に
よ
っ
て
ロ
ー
マ
直

轄
領と
な
っ
た
旧
ア
ル
ケ
ラ
オ
ス
領
に
お
い
て
と
考
え
る
ぺ
き
で
あ
り
、
ア
ン
テ
ィ
パ
ス
の
領
地
ガ
リ
ラ
ヤ
で
実
施
さ
れ
た
と
は
考
え
ら

れな
い
。
わ
れ
わ
れ
の
資
料
『
使
徒
行
伝
』
も
ヨ
セ
フ
ス
も
、
　
「
ガ
リ
ラ
ヤ
人
ユ
ダ
」
、
「
ユ
ダ
と
い
う
名
の
ガ
リ
ラ
ヤ
人
」
、
「
ガ
リ
ラ
ヤ

　
　
　
　
　
　
　
（
4
2
）

人と
呼
ば
れ
る
ユ
ダ
」
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
が
、
蜂
起
が
ガ
リ
ラ
ヤ
で
あ
っ
た
と
は
報
告
し
て
い
な
い
。
ゼ
ロ
ー
タ
イ
の
党
派
と
し
て

の

起
源
はと
も
か
く
、
反
ロ
ー
マ
運
動
を
目
的
と
す
る
党
派
の
拠
点
な
い
し
活
動
の
中
心
地
が
、
イ
エ
ス
の
活
動
の
時
代
に
ガ
リ
ラ
ヤ
に

あ
っ
た
と
考
え
る
の
は
歴
史
的
根
拠
に
欠
け
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

　
ガ
リ
ラ
ヤ
に
お
け
る
反
ロ
ー
マ
の
運
動
に
つ
い
て
わ
れ
わ
れ
が
知
っ
て
い
る
の
は
、
紀
元
前
四
年
の
セ
ポ
リ
ス
に
お
け
る
エ
ゼ
キ
ア
ス

の子
ユ
ダ
の
乱
以
後
は
、
デ
イ
ナ
イ
オ
ス
の
子
エ
レ
ア
ザ
ル
の
行
動
が
ゼ
百
ー
タ
イ
的
な
反
ロ
ー
マ
運
動
に
数
え
ら
れ
る
可
能
性
は
あ
る

も
の
の
、
そ
れ
以
外
は
第
一
次
ユ
ダ
ヤ
戦
争
だ
け
で
あ
る
。
む
し
ろ
前
四
年
と
第
一
次
ユ
ダ
ヤ
戦
争
に
は
さ
ま
れ
た
期
間
、
反
ロ
ー
マ
運

動
な
い
し
種
々
の
騒
乱
の
舞
台
が
ガ
リ
ラ
ヤ
で
は
な
く
ユ
ダ
ヤ
に
あ
っ
た
と
推
論
す
る
方
が
、
土
井
氏
自
身
が
あ
げ
て
い
る
総
督
ピ
ラ
ト

時代
の
諸
事
件
や
、
総
督
ク
マ
ノ
ス
時
代
の
諸
事
件
か
ら
も
的
を
得
て
い
る
と
言
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
3
）

　
ロ

プ
ス
に
拠
る
と
思
わ
れ
る
、
ガ
リ
ラ
ヤ
を
「
ア
ム
ー
ー
ハ
ー
ー
ア
レ
ツ
の
主
要
な
中
心
地
」
と
す
る
解
釈
も
問
題
を
は
ら
ん
で
い
る
。
正

直
なと
こ
ろ
わ
れ
わ
れ
は
、
イ
エ
ス
時
代
の
ア
ム
ー
ー
ハ
ー
ー
ア
レ
ツ
に
つ
い
て
、
精
確
な
判
断
を
下
す
の
に
充
分
な
史
料
を
有
し
て
い
る
と

は
言
い難
い
が
、
ア
ム
ー
ー
ハ
ー
ー
ア
レ
ツ
を
特
定
の
地
方
に
結
び
つ
け
る
と
い
う
史
的
判
断
は
短
絡
的
に
過
ぎ
る
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
ア
ム

ー
ー
ハ
ー
ー
ア
レ
ツ
を
社
会
経
済
的
に
特
定
の
階
層
、
即
ち
律
法
の
学
び
と
実
践
と
は
無
縁
な
貧
民
層
と
殆
ど
同
義
語
と
解
す
る
著
者
の
記
述

　
　
　
　
　
　
　
　
（
必
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
5
）

も
一
面
的
に
過
ぎ
よ
う
。
ラ
ビ
の
見
解
に
よ
れ
ば
、
ア
ム
H
ハ
”
ア
レ
ツ
な
る
祭
司
も
存
在
し
得
る
の
で
あ
る
。



　さ
ら
に
著
者
は
、
ガ
リ
ラ
ヤ
が
ゼ
ロ
ー
タ
イ
の
拠
点
で
あ
る
と
の
前
提
に
立
っ
て
、
　
「
イ
エ
ス
が
こ
の
地
で
生
ま
れ
育
っ
た
と
す
る
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
6
）

ら
ば
、
こ
う
し
た
ゼ
ロ
ー
タ
イ
に
よ
る
熱
烈
な
メ
シ
ア
待
望
の
影
響
を
、
ど
う
し
て
も
う
け
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
」
　
（
傍
点
は

筆者
）
と
推
論
す
る
の
だ
が
、
こ
の
推
論
の
た
め
の
基
礎
的
作
業
で
あ
る
史
料
処
理
と
史
的
再
構
成
は
著
し
く
説
得
力
を
欠
い
て
い
る
。

　
土
井氏
に
よ
れ
ば
、
イ
エ
ス
の
運
動
は
ガ
リ
ラ
ヤ
の
「
ゼ
ロ
ー
タ
イ
影
響
下
の
下
層
民
」
と
、
バ
プ
テ
ス
マ
の
ヨ
ハ
ネ
の
運
動
か
ら
流

入し
た
、
　
「
さ
ら
に
底
辺
の
、
も
っ
と
も
み
じ
め
な
疎
外
さ
れ
た
ア
ム
ー
ー
ハ
ー
ー
ア
レ
ツ
、
サ
マ
リ
ヤ
人
、
ユ
ダ
ヤ
化
さ
れ
た
異
邦
人
」
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
4
）

いう
、
二
つ
の
思
想
的
に
も
相
異
る
方
向
性
を
持
っ
た
人
的
基
盤
の
上
に
立
っ
て
い
た
と
い
う
。
そ
し
て
最
終
的
に
イ
エ
ス
は
こ
の
二
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
8
）

の

集
団
の

要求
の
矛
盾
を
統
一
す
る
こ
と
に
失
敗
し
た
と
い
う
の
が
土
井
氏
の
結
論
で
あ
る
。
つ
ま
り
ゼ
ロ
ー
タ
イ
的
な
、
民
族
主
義
的

神
の
国
運
動
と
い
う
形
態
の
解
放
の
要
求
と
、
神
の
選
民
を
否
定
し
、
民
族
差
別
否
定
の
方
向
性
を
持
つ
、
ア
ム
ー
ー
ハ
H
ア
レ
ツ
的
な
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
9
）

バ
プ

テ

ス

マ
の
ヨ

ハネ
の
運
動
に
み
ら
れ
る
解
放
の
要
求
の
統
一
で
あ
る
。
運
動
内
部
の
こ
の
二
つ
の
傾
向
の
矛
盾
と
闘
争
に
お
い
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
0
）

結局
ゼ
ロ
ー
タ
イ
的
傾
向
が
勝
利
し
た
と
氏
は
考
え
る
。

　し
か
し
、
イ
エ
ス
運
動
の
中
で
ゼ
戸
i
タ
イ
的
傾
向
が
勝
利
を
占
め
た
と
す
る
根
拠
と
し
て
、
土
井
氏
の
あ
げ
る
『
マ
タ
イ
福
音
書
』

の

二
つ
の

筒所
、
一
〇
章
5
－
6
、
五
章
1
7
が
、
特
に
マ
タ
イ
的
な
句
で
あ
っ
て
、
イ
エ
ス
に
帰
し
難
い
こ
と
は
、
度
々
言
及
し
た
田
川

氏
の

書評
で
指
摘
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
氏
の
史
的
推
論
は
根
拠
を
欠
い
た
史
的
空
想
に
過
ぎ
な
い
こ
と
に
な
ろ
う
。
ま
た
「
象

徴
的な
サ
マ
リ
ヤ
事
件
」
と
し
て
引
き
合
い
に
出
さ
れ
て
い
る
九
章
5
1
－
5
6
の
解
釈
も
、
批
判
的
聖
書
解
釈
の
成
果
を
一
切
無
視
し
た
時

代
錯
誤的
解
釈
に
過
ぎ
な
い
。
当
該
テ
キ
ス
ト
が
伝
承
に
基
づ
い
て
い
る
こ
と
は
多
く
の
学
者
も
認
め
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
従
っ
て
元
来

サ
マリ
ヤ
と
の
関
わ
り
を
持
っ
て
い
た
と
し
て
も
、
現
に
こ
の
伝
承
が
は
め
込
ま
れ
て
い
る
（
最
後
の
）
エ
ル
サ
レ
ム
旅
行
と
い
う
脈
絡
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
1
）

著
者
ル
カ
の
引
い
た
図
式
で
あ
る
と
い
う
の
が
編
集
史
以
降
の
定
説
で
あ
る
。
土
井
氏
の
考
え
る
よ
う
な
「
イ
エ
ス
運
動
の
内
部
で
エ
ル

　
　
　

ニ
つ
の

歴史
的
社
会
的
イ
エ
ス
研
究
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
二
九



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
〇

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
2
）

サ
レ

ム

に
いく
こ
と
が
決
定
さ
れ
、
…
…
エ
ル
サ
レ
ム
へ
上
ろ
う
と
し
た
瞬
間
に
」
、
伝
承
の
伝
え
た
出
来
事
が
生
じ
た
と
す
る
歴
史
的

可能
性
は
、
む
し
ろ
少
な
い
と
言
う
べ
き
で
あ
る
。
元
来
の
伝
承
は
、
イ
エ
ス
の
運
動
も
ま
た
サ
マ
リ
ヤ
で
失
敗
を
経
験
し
た
こ
と
を
語

っ

て

いる
か
、
な
い
し
は
、
土
井
氏
の
あ
げ
て
い
る
総
督
ク
マ
ノ
ス
時
代
の
サ
マ
リ
ヤ
事
件
に
近
い
経
験
を
、
イ
エ
ス
も
体
験
し
た
こ
と

を

伝え
て
い
る
に
過
ぎ
ず
、
土
井
氏
の
推
論
や
、
あ
る
い
は
「
サ
マ
リ
ヤ
人
は
そ
れ
ま
で
イ
エ
ス
の
友
で
あ
り
、
…
…
そ
こ
で
今
や
こ
こ

　
　
　
　
　
　
　
（
5
3
）

に
離
反
が

始ま
っ
た
」
と
い
う
シ
ュ
タ
ウ
フ
ァ
ー
の
推
論
に
当
た
る
よ
う
な
事
件
を
伝
え
て
い
る
の
で
は
な
い
。
こ
う
し
た
推
論
は
、
シ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
4
）

ユ

タ
ウ
フ
ァ
ー
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
当
該
記
事
を
「
ヨ
ハ
ネ
と
緊
密
に
関
連
」
さ
せ
て
解
釈
す
る
と
き
に
か
ろ
う
じ
て
成
立
つ
推
論

であ
る
に
過
ぎ
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
ヨ
ハ
ネ
に
お
け
る
反
ユ
ダ
ヤ
的
傾
向
と
、
一
貫
し
た
親
サ
マ
リ
ヤ
的
傾
向
と
は
相
関
的
に
見
ら

れる
べ
き
で
、
ヨ
ハ
ネ
福
音
書
の
記
事
を
直
ち
に
イ
エ
ス
の
歴
史
と
し
て
解
す
る
こ
と
は
む
し
ろ
慎
重
で
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。
　
『
良
き

サ
マリ
ヤ
人
の
警
話
』
を
代
表
と
す
る
ル
カ
文
書
に
お
け
る
サ
マ
リ
ヤ
記
述
も
同
様
で
あ
る
。
そ
こ
に
一
貫
す
る
親
サ
マ
リ
ヤ
的
傾
向
は
、

直
ち
に
イ
エ
ス
の
歴
史
で
は
な
く
、
ル
カ
の
時
代
の
サ
マ
リ
ヤ
伝
道
の
反
映
と
、
「
エ
ル
サ
レ
ム
、
ユ
ダ
ヤ
と
サ
マ
リ
ヤ
の
全
土
、
さ
ら
に

地
の

は
て
ま
で
」
（
『
行
伝
』
一
・
8
）
の
宣
教
の
拡
大
と
い
う
理
念
が
前
提
と
し
て
存
在
し
て
い
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

　総
じ
て
言
え
る
こ
と
は
、
土
井
氏
に
は
史
的
イ
エ
ス
と
伝
承
と
福
音
書
記
者
と
い
う
三
つ
の
伝
承
史
的
次
元
の
区
別
と
差
異
に
つ
い
て

の

意識
が
稀
薄
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
そ
こ
か
ら
強
引
な
推
論
や
結
論
が
生
じ
る
と
い
う
こ
と
も
当
然
の
帰
結
と
言
う
べ
き
か
も
知
れ

ない
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
5
）

　イ
エ
ス
が
「
彼
の
周
囲
に
い
る
下
層
民
を
お
お
う
悲
惨
と
貧
困
を
鋭
く
感
得
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
」
と
い
う
指
摘
や
、
　
「
当
時
の
ユ

ダ

ヤ

の

社
会
に
お
い
て
、
一
つ
の
宗
教
的
立
場
を
と
る
こ
と
が
、
実
は
、
彼
が
お
か
れ
た
階
級
的
関
係
、
政
治
、
社
会
、
経
済
的
な
位
置

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
6
）

を

宗
教
的
に
表
現し
て
い
る
」
と
い
っ
た
洞
察
に
満
ち
た
言
葉
に
見
ら
れ
る
、
従
来
の
日
本
の
イ
エ
ス
論
に
欠
落
も
し
く
は
稀
薄
で
あ
っ



た問
題
意
識
の
重
要
性
を
認
識
さ
せ
た
点
と
、
ま
た
既
に
記
し
た
こ
と
だ
が
、
社
会
的
歴
史
的
な
条
件
と
福
音
書
の
記
事
の
照
合
を
通
し

て
、
信
仰
を
基
礎
と
し
た
構
成
の
な
か
に
内
在
す
る
歴
史
的
事
実
を
発
掘
し
、
史
的
イ
エ
ス
の
運
動
と
思
想
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ

た
か
を

追
求
す
る
と
い
う
方
法
論
的
自
覚
は
、
土
井
氏
が
日
本
の
史
的
イ
エ
ス
研
究
に
投
じ
た
大
き
な
一
石
と
し
て
評
価
す
べ
き
で
あ
ろ

う
。
し
か
し
本
書
に
お
い
て
提
示
さ
れ
た
氏
の
具
体
的
イ
エ
ス
像
、
即
ち
イ
エ
ス
は
「
ロ
ー
マ
支
配
を
く
つ
が
え
し
て
『
神
の
国
』
1
1
『
ユ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
5
）

ダ

ヤ

人
の

王国
』
を
建
設
し
よ
う
と
し
た
メ
シ
ア
と
し
て
…
…
ロ
ー
マ
の
刑
罰
た
る
十
字
架
刑
に
よ
っ
て
刑
死
し
た
」
の
で
あ
り
、
し
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
8
）

も
、
そ
う
し
た
政
治
的
な
「
反
ロ
ー
マ
の
『
神
の
国
』
の
地
上
で
の
建
設
を
主
体
的
に
意
識
し
て
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
」
と
い
う
イ

ェ
ス像
は
、
こ
れ
ま
で
見
た
よ
う
に
、
極
め
て
不
充
分
な
史
料
の
処
理
と
史
的
判
断
の
故
に
、
非
歴
史
的
と
評
さ
ざ
る
を
得
な
い
も
の
で

あ
る
。
歴
史
的
社
会
的
イ
エ
ス
研
究
書
と
し
て
の
本
書
の
啓
蒙
的
役
割
は
、
次
に
論
じ
る
田
川
建
三
氏
の
著
作
の
出
版
に
よ
っ
て
既
に
終

わり
、
ま
た
内
容
的
に
見
て
も
、
そ
の
存
在
価
値
は
最
早
失
わ
れ
た
と
み
な
さ
ざ
る
を
得
な
い
。

二
、
田
川
建
三
『
イ
エ
ス
と
い
う
男
』
三
一
書
房
、
一
九
八
〇
H
一
九
九
〇
（
第
一
五
刷
）
に
つ
い
て

　
一
九
八
〇
年
に
出
版
さ
れ
た
田
川
建
三
氏
の
『
イ
エ
ス
と
い
う
男
』
は
、
土
井
氏
の
『
イ
エ
ス
』
に
つ
い
て
の
書
評
で
氏
が
語
っ
て
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
9
）

た
、
土
井
氏
に
ょ
っ
て
先
取
り
さ
れ
た
、
イ
エ
ス
に
関
す
る
「
こ
と
ば
の
真
の
意
味
で
の
歴
史
的
社
会
的
研
究
」
の
氏
自
身
に
よ
る
具
体
化

であ
る
。
先
の
書
評
か
ら
一
〇
年
以
上
の
歳
月
に
わ
た
る
氏
の
学
問
的
蓄
積
と
、
さ
ら
に
氏
の
社
会
的
歴
史
的
体
験
は
、
本
書
に
描
か
れ

たイ
エ
ス
像
を
、
独
得
の
生
彩
あ
る
も
の
と
し
て
い
る
。
し
か
し
そ
れ
は
ま
た
逆
に
、
田
川
氏
が
マ
タ
イ
や
ル
カ
の
イ
エ
ス
像
に
対
し
て
、

彼ら
の
神
学
的
解
釈
を
厳
し
く
批
判
す
る
と
同
様
に
、
本
書
の
イ
エ
ス
に
も
田
川
氏
の
体
験
的
思
想
が
色
濃
く
影
を
落
し
て
い
る
の
で
は

　
　
　

二
つ
の

歴史
的
社
会
的
イ
エ
ス
研
究
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
一



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　　
四
二

な
い
か
と
の
予
感
を
読
む
者
に
抱
か
せ
る
。
本
書
に
お
い
て
感
取
す
る
生
々
と
し
た
イ
エ
ス
の
形
姿
が
、
イ
エ
ス
そ
の
人
の
も
の
な
の
か
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
0
）

「イ
エ
ス
を
描
く
た
め
に
此
の
世
に
生
れ
た
の
か
も
し
れ
な
い
」
と
語
る
人
の
思
想
的
造
作
な
の
か
区
別
す
る
作
業
を
わ
れ
わ
れ
は
極
め

て

慎
重
に
行
わ
ね
ばな
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
本書
に
関
す
る
す
ぐ
れ
た
論
評
の
申
で
青
野
太
潮
氏
も
指
摘
し
て
い
る
が
、
　
「
こ
の
本
に
関
す
る
限
り
、
…
…
内
容
的
に
は
自
分
が
生

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
1
）

き
て
い
る
う
ち
は
一
点
も
修
正
す
る
必
要
は
な
い
だ
ろ
う
」
と
い
う
田
川
氏
の
自
負
は
、
少
く
と
も
イ
エ
ス
伝
研
究
史
を
知
っ
て
い
る
者

に
は
、
む
し
ろ
か
え
っ
て
先
の
予
感
を
強
め
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
八
年
以
上
の
濃
密
な
研
究
と
体
験
に
基
づ
く
氏
の
イ
エ
ス
像
は
、

著
者自
身
に
と
っ
て
は
文
字
通
り
の
ラ
イ
フ
・
ワ
ー
ク
と
し
て
一
生
涯
修
正
す
る
必
要
の
な
い
程
に
完
成
さ
れ
た
も
の
か
も
知
れ
な
い
。

し
か
し
な
が
ら
、
イ
エ
ス
に
関
し
書
き
得
る
全
て
を
田
川
氏
が
書
き
尽
く
し
た
か
ど
う
か
は
証
明
不
可
能
で
あ
る
し
、
書
き
得
た
限
り
の

全
て

に関
し
て
も
、
氏
が
一
切
の
誤
解
か
ら
免
れ
て
い
る
と
断
言
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
だ
ろ
う
。
一
九
二
六
年
に
ブ
ル
ト
マ
ソ
が
『
イ

エ
ス
』

を

著
わし
て
以
来
、
彼
の
弟
子
を
は
じ
め
多
く
の
学
者
が
長
い
間
イ
エ
ス
記
述
に
手
を
着
け
な
か
っ
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
2
）

る
が
、
そ
れ
は
多
分
、
彼
ら
が
ブ
ル
ト
マ
ン
の
『
イ
エ
ス
』
、
即
ち
『
共
観
福
音
伝
承
史
』
と
い
う
、
イ
エ
ス
伝
承
に
関
す
る
徹
底
的
な

批
判的
考
察
に
基
づ
い
て
書
か
れ
た
彼
の
『
イ
エ
ス
』
に
、
描
き
得
る
ほ
ぼ
最
終
的
な
イ
エ
ス
像
を
見
た
か
ら
に
違
い
な
い
。
し
か
し
一

九
五
〇
年代
に
、
ブ
ル
ト
マ
ソ
の
『
イ
エ
ス
』
は
、
ブ
ル
ト
マ
ソ
学
派
と
呼
ば
れ
る
人
々
に
と
っ
て
も
唯
一
の
史
的
イ
エ
ス
で
は
な
く
な

っ
た
。
彼
の
『
イ
エ
ス
』
も
は
や
り
シ
ュ
ヴ
ァ
イ
ツ
ァ
ー
の
『
イ
エ
ス
伝
研
究
史
』
の
続
編
の
一
章
に
繰
り
入
れ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

いイ
エ
ス
像
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
田
川
氏
も
勿
論
同
意
さ
れ
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
同
様
に
、
氏
の
著
書
も
、
唯
一
の
イ
エ
ス
記
述
と
し
て

で
はな
く
、
色
濃
く
時
代
を
反
映
し
、
且
つ
ま
た
す
ぐ
れ
て
時
代
を
反
映
す
る
史
的
イ
エ
ス
研
究
と
し
て
、
長
く
記
憶
さ
れ
る
イ
エ
ス
研

究
に
な
る
に
違
い
な
い
。
こ
の
こ
と
は
よ
り
確
信
を
持
っ
て
い
う
こ
と
が
出
来
る
。
本
書
が
、
日
本
の
イ
エ
ス
研
究
史
上
画
期
的
な
も
の



と
し
て
迎
え
ら
れ
た
こ
と
は
、
現
代
の
日
本
を
代
表
す
る
多
く
の
聖
書
学
者
に
よ
っ
て
本
書
に
関
す
る
書
評
が
書
か
れ
た
こ
と
に
も
そ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
3
）

一
端
を

伺う
こ
と
が
出
来
る
で
あ
ろ
う
。

　後
に
田
川
氏
か
ら
、
著
者
以
上
に
「
巧
み
で
的
確
に
」
著
者
の
書
物
を
「
要
約
、
紹
介
」
し
、
本
書
を
「
そ
れ
に
価
す
る
以
上
に
高
く

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
磁
）

評価
し
て
紹
介
し
て
」
い
る
、
と
記
さ
れ
た
書
評
以
外
の
書
評
も
、
そ
れ
ぞ
れ
本
書
に
関
す
る
重
要
な
指
摘
を
行
っ
て
い
る
と
筆
者
に
は

思
わ
れる
が
、
イ
エ
ス
研
究
に
な
お
終
り
が
な
い
と
同
様
に
、
評
価
に
も
唯
一
の
そ
れ
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
筆
者
は
当
小
論
に
お
い
て
、

本書
の
批
評
と
い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
本
書
理
解
に
と
っ
て
な
お
有
効
と
思
わ
れ
る
事
柄
の
一
端
を
記
述
す
る
こ
と
を
試
み
よ
う
と
思
う
。

　
『
イ
エ
ス
と
い
う
男
』
は
田
川
氏
の
著
わ
し
た
唯
一
の
イ
エ
ス
論
で
は
な
い
。
本
書
成
立
の
経
緯
に
つ
い
て
は
、
　
「
あ
と
が
き
」
で
氏

が詳
し
く
述
べ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
そ
の
「
あ
と
が
き
し
に
お
い
て
も
、
ま
た
奥
付
の
氏
の
著
作
一
覧
に
も
あ
げ
ら
れ
て
い
な
い
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
5
）

も
う
一
つ
の
イ
エ
ス
論
が
存
在
す
る
こ
と
は
現
在
で
は
ご
く
限
ら
れ
た
人
々
に
し
か
知
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
か
も
知
れ
な
い
。
さ
ら
に
雑

誌
『指
』
誌
上
に
発
表
さ
れ
た
個
々
の
伝
承
に
関
す
る
氏
の
分
析
と
『
イ
エ
ス
と
い
う
男
』
に
お
け
る
同
一
の
伝
承
を
扱
っ
た
も
の
と
の

比
較も
、
わ
れ
わ
れ
に
興
味
探
い
も
の
を
持
っ
て
い
る
。
そ
う
し
た
比
較
作
業
に
よ
っ
て
わ
れ
わ
れ
は
、
氏
の
伝
承
に
関
す
る
鋭
い
分
析

処
理
の

方
法
を見
る
と
同
時
に
、
　
『
イ
エ
ス
と
い
う
男
』
が
如
何
に
氏
の
体
験
と
そ
れ
に
伴
う
思
想
的
遍
歴
に
影
響
さ
れ
て
い
る
か
を
見

る
こ
と
が
出
来
る
か
ら
で
あ
る
。
以
下
に
お
い
て
は
、
そ
う
し
た
事
例
と
し
て
、
い
わ
ゆ
る
「
愛
の
い
ま
し
め
」
を
め
ぐ
る
氏
の
議
論
を

　
　
　
　
　
　
　
（
6
6
）

取り
上
げ
て
み
よ
う
。

　氏
は
本
書
第
一
章
㈲
「
イ
エ
ス
は
愛
の
説
教
者
で
は
な
い
」
、
と
い
う
か
な
り
刺
戟
的
な
標
題
の
下
で
マ
ル
コ
一
二
章
2
8
1
3
4
と
そ
の

平
行
箇
所
を

論じ
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
氏
は
『
指
』
一
七
九
号
、
一
九
六
五
年
一
〇
月
号
上
の
「
愛
の
い
ま
し
め
」
と
題
す
る
小
論
に
お

い
ても
当
該
ペ
リ
コ
ペ
ー
と
そ
の
平
行
箇
所
を
論
じ
て
い
る
。
　
『
指
』
が
そ
れ
程
大
部
数
の
出
版
物
で
は
な
い
点
を
考
慮
に
入
れ
、
先
ず

　
　
　

二
つ
の

歴史
的
社
会
的
イ
エ
ス
研
究
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
三



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
四

はじ
め
に
『
指
』
誌
上
の
氏
の
テ
キ
ス
ト
分
析
、
な
ら
び
に
そ
れ
に
基
づ
く
立
論
を
比
較
的
詳
細
に
引
用
す
る
形
で
紹
介
し
、
つ
い
で

『イ
エ
ス
と
い
う
男
』
（
以
下
『
男
』
と
記
す
。
）
に
お
け
る
氏
の
議
論
と
の
対
比
を
行
っ
て
み
る
こ
と
と
す
る
。

　
『指
』
誌
上
の
論
述
の
冒
頭
で
氏
は
、
　
「
イ
エ
ス
の
言
葉
と
し
て
伝
え
ら
れ
て
い
る
」
、
も
っ
と
も
重
要
な
戒
め
は
神
と
隣
人
を
愛
す

る
こ
と
で
あ
る
、
と
い
う
言
葉
が
通
常
「
イ
エ
ス
の
倫
理
の
中
心
と
し
て
、
そ
し
て
キ
リ
ス
ト
教
倫
理
の
根
本
命
題
と
し
て
考
え
ら
れ
て

いる
。
そ
れ
は
間
違
い
で
は
な
い
」
と
記
し
た
後
に
、
し
か
し
イ
エ
ス
が
こ
の
こ
と
ば
で
語
っ
た
真
意
を
知
る
た
め
に
は
、
　
「
愛
の
本
質

が何
で
あ
る
か
に
つ
い
て
い
か
に
思
弁
を
め
ぐ
ら
し
て
も
無
駄
で
あ
る
。
…
…
『
主
体
性
』
と
か
『
自
分
の
生
き
て
い
る
現
実
』
な
ど
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
7
）

名
に
お
い
て
性
急
に
物
を
考
え
」
る
こ
と
を
戒
め
、
　
「
一
歩
し
り
ぞ
い
て
歴
史
に
語
ら
せ
る
必
要
が
あ
る
」
と
記
し
て
い
る
。

　次
い
で
氏
は
現
代
の
解
釈
に
言
及
し
、
イ
エ
ス
の
愛
の
思
想
に
関
連
し
て
、
ブ
ル
ト
マ
ソ
が
理
想
主
義
的
倫
理
、
志
向
倫
理
等
の
理
念

の枠
か
ら
そ
れ
を
は
ず
し
た
こ
と
を
評
価
し
つ
つ
も
、
ブ
ル
ト
マ
ン
が
、
「
愛
の
行
為
に
お
い
て
何
を
な
す
べ
き
か
は
わ
か
っ
て
い
る
、
自

然的
人
間
の
愛
と
し
て
自
己
に
む
け
ら
れ
て
い
た
も
の
を
、
自
己
否
定
を
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
他
者
に
む
け
る
の
だ
」
と
解
釈
す
る
点
を

批判
し
、
そ
れ
で
は
結
局
己
の
理
念
を
人
に
押
し
つ
け
る
だ
け
で
あ
り
、
　
「
こ
の
よ
う
な
形
で
自
然
的
愛
を
否
定
し
、
犠
牲
的
愛
を
主
張

する
な
ら
ば
、
結
局
自
己
犠
牲
と
い
う
自
己
満
足
に
陶
酔
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
」
と
語
っ
て
、
一
二
章
の
イ
エ
ス
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
8
）

言葉
は
、
愛
に
つ
い
て
そ
の
よ
う
な
思
弁
を
な
す
こ
と
に
根
本
が
あ
る
の
で
は
な
い
と
す
る
。
そ
の
際
氏
は
、
　
「
イ
エ
ス
は
愛
ど
い
う
単

語
を
ほと
ん
ど
用
い
て
い
な
い
」
こ
と
を
「
イ
エ
ス
が
『
愛
』
そ
の
も
の
に
つ
い
て
の
思
弁
を
展
開
す
る
こ
と
を
旨
と
し
て
は
い
な
い
」

　
　
　
　
　
　
　
（
6
9
）

こ
と
の
論
拠
と
す
る
。

　次
い
で
氏
は
当
該
ペ
リ
コ
ペ
ー
の
共
観
福
音
書
の
平
行
、
更
に
は
ロ
マ
書
＝
二
章
9
以
下
の
、
　
「
己
の
如
く
汝
の
隣
人
を
愛
せ
よ
、
と

いう
こ
の
言
葉
に
（
律
法
の
）
要
点
が
あ
る
。
愛
は
隣
人
に
悪
を
な
さ
な
い
。
愛
は
律
法
を
満
た
す
も
の
で
あ
る
」
と
い
う
パ
ウ
ロ
の
発
言



と
の
比
較
分
析
を
通
じ
て
、
当
該
の
伝
承
に
関
し
て
マ
ル
コ
原
型
、
Ω
型
、
パ
ウ
ロ
型
の
三
つ
が
あ
る
こ
と
に
着
目
し
て
、
こ
こ
か
ら
、

「
こ
れ
だ
け
流
布
し
て
い
る
言
葉
の
場
合
、
単
に
三
つ
だ
け
の
定
っ
た
型
が
あ
っ
た
」
と
い
う
の
で
は
な
く
、
　
「
い
ろ
い
ろ
な
形
で
人
々

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
0
）

の
口
に
の
ぼ
っ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
」
と
推
理
す
る
。
ま
た
「
シ
ェ
マ
の
祈
り
」
「
十
二
族
長
の
遣
言
」
の
ユ
ダ
ヤ
教
の
類
似
例
に
も
注

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
1
）

目
し
て
、
氏
は
「
隣
人
愛
と
神
を
愛
す
る
愛
を
結
合
し
た
、
と
い
う
点
に
イ
エ
ス
の
倫
理
思
想
の
特
徴
が
あ
る
の
で
は
な
い
」
こ
と
を
強

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
7
）

調
する
。
「
い
ず
れ
に
せ
よ
、
イ
エ
ス
は
そ
の
当
時
の
人
々
が
し
ば
し
ば
口
に
し
て
い
た
言
葉
を
繰
り
返
し
て
い
る
の
で
あ
る
」
。
マ
ル
コ

原
型
の
考
察
に
よ
る
限
り
、
こ
の
こ
と
ば
は
、
後
の
キ
リ
ス
ト
教
徒
に
よ
っ
て
イ
エ
ス
の
口
に
置
か
れ
た
の
か
、
イ
エ
ス
が
自
身
で
口
に

し
た
の
か
も
決
定
は
で
き
な
い
と
見
る
氏
が
、
イ
エ
ス
の
思
想
へ
の
接
近
に
お
い
て
注
目
す
る
の
は
、
Ω
型
の
分
析
で
明
ら
か
に
な
る
事

実
で
あ
る
。
田
川
氏
の
注
目
す
る
の
は
、
具
体
的
に
は
「
『
良
き
サ
マ
リ
ヤ
人
の
讐
』
に
よ
っ
て
示
さ
れ
る
ル
カ
伝
承
の
内
容
的
方
向
で

　
（
3
7
）

あ
る
」
。
即
ち
こ
の
讐
に
お
い
て
サ
マ
リ
ヤ
人
が
隣
人
と
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
当
時
の
ユ
ダ
ヤ
教
の
「
隣
人
の
概
念
が
批
判
的
に
変
え

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
7
）

ら
れ
て
い
る
」
点
に
独
自
の
視
点
を
見
出
す
こ
と
が
可
能
で
あ
る
と
い
う
。
こ
の
讐
に
お
い
て
は
「
愛
の
名
に
お
い
て
人
間
が
区
別
さ
れ

る
こ
と
が
批
判
さ
れ
て
い
る
」
の
だ
が
、
注
目
す
べ
き
こ
と
は
、
　
「
も
っ
と
端
的
に
『
隣
人
愛
』
が
批
判
さ
れ
て
、
敵
を
愛
す
る
愛
が
表

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
7
）

明
さ
れ
て
い
る
」
、
も
う
一
つ
の
愛
に
関
す
る
イ
エ
ス
の
こ
と
ば
の
伝
承
と
、
そ
の
方
向
が
一
致
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
　
「
こ
の
二
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
6
）

の

伝
承が
一
致
す
る
方
向
こ
そ
、
も
っ
と
も
確
実
に
イ
エ
ス
の
倫
理
の
向
っ
て
い
る
方
向
だ
と
」
氏
は
見
る
の
で
あ
る
。

　イ
エ
ス
の
こ
と
ぽ
に
お
い
て
は
、
当
時
の
隣
人
愛
の
概
念
が
「
逆
説
的
に
批
判
」
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
　
「
隣
人
と
敵
と
を
区
別
す

る
よ
う
な
思
想
の
前
提
自
体
が
批
判
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
自
己
の
持
つ
観
念
が
固
定
化
す
る
時
に
、
隣
人
の
像
も
固
定
化
す
る
。
…

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
7
）

…
史
的
に
言
え
ば
、
…
…
『
聖
な
る
イ
ス
ラ
エ
ル
』
に
閉
じ
こ
も
る
宗
教
性
を
批
判
し
て
い
る
の
で
あ
る
」
。
こ
れ
が
当
ペ
リ
コ
ペ
ー
と

そ
の
平
行
記
事
に
関
す
る
分
析
を
通
し
て
到
達
し
た
、
史
的
イ
エ
ス
の
愛
の
思
想
に
関
す
る
氏
の
、
　
『
指
』
に
お
け
る
結
論
で
あ
る
。
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四
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『指
』
に
お
い
て
以
上
の
如
く
論
じ
ら
れ
た
イ
エ
ス
の
こ
と
ば
の
同
一
の
伝
承
は
、
　
『
男
』
に
お
い
て
「
イ
エ
ス
は
愛
の
説
教
家
で
は

な
い
」
と
い
う
表
題
の
下
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
『
指
』
の
場
合
と
は
異
り
、
愛
の
い
ま
し
め
の
こ
と
ば
は
、
　
「
イ
エ
ス
自
身

が言
っ
た
の
で
は
な
く
、
論
敵
で
あ
る
一
人
の
律
法
学
者
が
言
っ
た
も
の
に
す
ぎ
な
い
」
と
、
イ
エ
ス
に
遡
源
す
る
可
能
性
は
、
は
っ
き

　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
7
）

り
と
否
定
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
　
「
こ
の
個
所
と
、
あ
と
例
の
『
汝
の
敵
を
愛
せ
』
と
い
う
句
の
前
後
の
と
こ
ろ
だ
け
が
イ
エ
ス
の
発

言
であ
っ
て
」
、
イ
エ
ス
自
身
は
愛
と
い
う
単
語
を
ほ
と
ん
ど
用
い
て
お
ら
ず
、
　
「
こ
の
二
個
所
に
し
た
と
こ
ろ
で
、
ど
ち
ら
も
、
当
時

の

ユ
ダ

ヤ

教
が

『神
へ
の
愛
』
と
『
隣
人
愛
』
を
強
調
す
る
句
を
引
用
し
つ
つ
、
批
判
的
に
論
評
を
加
え
て
い
る
の
で
あ
る
し
と
い
う
見

　
　
　
　
　
　
（
9
7
）

解
が
そ

れ
に

続く
。
か
く
て
、
律
法
学
者
と
の
問
答
に
お
い
て
イ
エ
ス
が
行
っ
て
い
る
こ
と
の
眼
目
は
、
律
法
学
者
が
立
っ
て
い
る
ユ
ダ

ヤ教
の
法
体
系
の
基
礎
構
造
の
批
判
に
あ
る
、
と
い
う
の
が
田
川
氏
の
主
張
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
良
き
サ
マ
リ
ヤ
人
の
讐
え
話
に
つ
い

て
、
そ
れ
が
ユ
ダ
ヤ
教
に
お
け
る
隣
人
愛
の
理
念
、
即
ち
信
仰
共
同
体
と
し
て
の
イ
ス
ラ
エ
ル
の
民
に
属
す
る
者
こ
そ
が
互
い
に
隣
人
で

あ
る
と
す
る
、
厳
密
な
概
念
規
定
に
対
す
る
批
判
と
し
て
語
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
強
調
し
た
後
で
田
川
氏
が
『
指
』
と
著
し
く
異
な
る
の

は
、
こ
こ
で
は
、
　
「
こ
の
話
し
を
ね
た
に
説
教
す
る
キ
リ
ス
ト
教
の
牧
師
、
神
父
は
自
分
が
『
祭
司
、
レ
ビ
人
』
の
側
に
い
る
人
間
だ
、

な
ど
と
は
思
っ
て
も
み
な
い
。
こ
こ
で
批
判
さ
れ
て
い
る
の
は
『
ユ
ダ
ヤ
教
』
と
い
う
正
し
か
ら
ぬ
宗
教
な
の
で
、
キ
リ
ス
ト
教
は
そ
れ

を

克
服し
て
出
て
来
た
も
の
、
い
わ
ば
『
よ
き
サ
マ
リ
ヤ
人
』
の
宗
教
だ
、
と
思
っ
て
い
る
の
で
あ
る
」
と
い
う
現
代
キ
リ
ス
ト
教
批
判

の
こ
と
ば
を
介
し
て
、
　
「
し
か
し
イ
エ
ス
は
こ
こ
で
は
決
し
て
、
ユ
ダ
ヤ
教
に
代
え
て
新
し
い
宗
教
を
つ
く
ろ
う
と
し
て
い
る
の
で
は
な

い
。
そ
も
そ
も
宗
教
的
な
も
の
が
社
会
を
支
配
す
る
と
ど
う
い
う
こ
と
に
な
る
の
か
、
と
い
う
戯
画
を
描
い
て
い
る
の
で
あ
る
」
と
結
論

　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
0
）

づ
け
て

い
る
点
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
、
こ
う
し
た
氏
の
結
論
に
お
け
る
発
展
が
何
を
足
場
に
し
て
生
じ
た
の
か
を
注
目
し
て
見
る
必
要

があ
る
で
あ
ろ
う
。



　さ
ら
に
『
指
』
か
ら
の
大
き
な
変
化
、
な
い
し
は
『
指
』
の
議
論
か
ら
の
発
展
は
、
良
き
サ
マ
リ
ヤ
人
の
警
を
め
ぐ
る
議
論
に
見
る
こ

と
が
出
来
る
。
結
論
を
予
め
言
う
な
ら
ば
、
そ
こ
で
の
薯
の
解
釈
な
い
し
議
論
を
支
え
て
い
る
の
は
、
『
指
』
に
お
い
て
記
さ
れ
て
い
な
い

当
時
の
サ
マ
リ
ヤ
人
の
宗
教
的
、
政
治
的
位
置
に
関
す
る
歴
史
的
な
知
見
で
あ
る
が
同
時
に
、
そ
れ
ら
の
知
見
に
立
っ
て
解
釈
の
方
向
を

決
定
し
て
い
る
の
は
、
む
し
ろ
氏
の
宗
教
批
判
で
あ
り
、
現
代
批
判
で
あ
る
導
氏
は
祭
司
、
レ
ビ
人
批
判
と
し
て
の
讐
へ
の
説
明
に
「
『
ア

ソ
ク
ル
・
ト
ム
』
的
に
従
順
な
被
支
配
者
の
倫
理
を
長
年
に
わ
た
っ
て
」
つ
く
り
あ
げ
て
き
た
キ
リ
ス
ト
教
に
対
す
る
批
判
を
語
り
、
イ

エ
ス

の

活動
が
ユ
ダ
ヤ
人
イ
エ
ス
で
は
な
く
、
ガ
リ
ラ
ヤ
人
イ
エ
ス
の
活
動
で
あ
る
こ
と
と
、
謝
花
昇
の
活
動
が
、
日
本
人
謝
花
で
は
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
1
）

く
、
沖
縄
人
謝
花
の
活
動
で
あ
っ
た
こ
と
と
が
平
行
視
さ
れ
る
。
　
「
愛
の
い
ま
し
め
」
か
ら
「
イ
エ
ス
は
愛
の
説
教
家
で
は
な
い
」
と
い

う
表
題
の
変
化
に
象
徴
的
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
同
一
の
こ
と
ば
伝
承
、
良
き
サ
マ
リ
ヤ
人
の
讐
に
関
し
て
、
わ
れ
わ
れ
は
、
　
『
指
』
の

段階
で
は
見
ら
れ
な
い
発
展
を
『
男
』
に
お
い
て
認
め
る
の
だ
が
、
そ
の
発
展
的
内
容
を
支
え
て
い
る
の
は
テ
キ
ス
ト
そ
の
も
の
の
解
釈

の

発
展と
い
う
よ
り
、
む
し
ろ
『
指
』
執
筆
時
以
後
に
お
け
る
、
氏
そ
の
人
の
思
想
の
体
験
的
深
化
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
8
）

「

現代
の
問
題
に
取
組
み
つ
つ
イ
エ
ス
を
描
く
の
で
な
い
と
イ
エ
ス
を
描
く
資
質
は
持
ち
得
な
い
」
と
語
る
氏
の
こ
と
ば
も
、
自
ら
間
接

的
に
こ
の
推
察
を
支
持
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
勿
論
、
思
想
の
体
験
的
深
化
が
イ
エ
ス
そ
の
人
の
体
験
的
思
想
の
位
相
に
、

よ
り
接
近
せ
し
め
て
、
テ
キ
ス
ト
の
表
面
下
に
埋
れ
て
い
た
真
相
を
見
る
こ
と
を
可
能
と
す
る
こ
と
は
充
分
に
考
慮
せ
ね
ば
な
ら
な
い
だ

ろ
う
。
そ
の
点
で
「
そ
も
そ
も
、
十
字
架
に
か
け
て
殺
さ
れ
た
男
の
も
の
す
ご
い
生
を
描
き
う
る
た
め
に
は
、
自
分
も
そ
れ
に
対
応
し
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
3
）

る
だ
け
の
生
の
質
を
生
き
て
い
な
い
と
い
け
な
い
」
と
い
う
氏
の
こ
と
ば
は
極
め
て
深
刻
な
こ
と
ば
で
あ
る
。

　し
か
し
な
が
ら
、
自
己
の
体
験
的
思
想
の
深
ま
り
へ
の
過
度
の
信
頼
が
、
か
え
っ
て
史
的
対
象
の
生
の
質
に
で
は
な
く
、
自
ら
の
生
の

質
に
対
象
を
対
応
さ
せ
る
と
い
う
結
果
を
生
じ
る
危
険
が
皆
無
と
は
い
え
な
い
。
　
「
自
分
の
限
定
さ
れ
た
観
念
の
枠
の
中
に
眠
っ
て
し
ま
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（
雛
）

わな
い
た
め
に
は
、
一
歩
し
り
ぞ
い
て
歴
史
に
語
ら
せ
る
必
要
L
が
あ
る
と
い
う
、
　
「
イ
エ
ス
を
描
く
人
間
と
し
て
生
き
よ
う
と
し
て
き

（8
5
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
6
）

た
」
以
前
に
語
ら
れ
た
こ
と
ば
、
そ
し
て
イ
エ
ス
に
つ
い
て
の
個
々
の
伝
承
を
「
歴
史
的
な
場
の
中
に
も
ど
し
な
が
ら
と
ら
え
て
い
く
」

と
い
う
こ
と
ば
に
見
ら
れ
る
、
　
『
男
』
の
中
に
も
な
お
生
き
て
い
る
強
度
に
自
己
抑
制
的
な
契
機
が
弱
ま
る
時
、
そ
う
し
た
危
険
は
現
実

化
する
で
あ
ろ
う
。
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　良
き
サ
マ
リ
ヤ
人
へ
の
讐
が
「
ユ
ダ
ヤ
教
に
お
け
る
隣
人
愛
」
と
い
う
よ
り
隣
人
観
「
の
理
念
に
対
す
る
批
判
と
し
て
語
ら
れ
た
」
こ

と
は
、
テ
キ
ス
ト
そ
の
も
の
か
ら
確
か
で
あ
を
と
思
わ
れ
る
が
、
　
「
自
分
達
を
日
常
覆
っ
て
い
る
と
こ
ろ
の
宗
教
性
こ
そ
が
、
た
と
え
ば

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
肥
）

サ
マリ
ヤ
人
に
対
す
る
差
別
を
つ
く
り
出
す
も
の
な
の
だ
、
と
い
う
批
判
」
、
　
つ
ま
り
宗
教
性
批
判
が
イ
エ
ス
の
意
図
す
る
こ
と
と
す
る

の
は
、
預
金
額
以
上
の
口
座
引
落
し
に
も
似
た
解
釈
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
、
こ
こ
で
語
ら
れ
て
い
る
の
は
、
当
時
の
ユ
ダ
ヤ
教
的
隣
人
観

へ
の

批判
で
あ
り
、
そ
れ
は
宗
教
性
に
対
す
る
批
判
の
契
機
を
当
然
含
む
と
し
て
も
、
宗
教
な
い
し
宗
教
性
（
一
般
）
へ
の
批
判
そ
の
も
の

だと
い
う
こ
と
は
出
来
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　も
し
、
ユ
ダ
ヤ
教
の
隣
人
観
を
批
判
す
る
一
つ
の
讐
話
に
よ
っ
て
、
一
例
と
し
て
サ
マ
リ
ヤ
人
差
別
を
つ
く
り
出
す
、
宗
教
性
（
一
般
）

へ
の

批
判も
し
く
は
宗
教
批
判
を
帰
結
す
る
な
ら
、
そ
れ
は
氏
の
批
判
す
る
、
愛
と
い
う
こ
と
ば
に
関
す
る
わ
ず
か
の
イ
エ
ス
伝
承
に
基

づ
い
て
イ
エ
ス
の
思
想
と
行
動
の
中
核
と
し
て
愛
を
措
定
す
る
方
法
と
ど
れ
程
異
な
る
の
だ
ろ
う
か
。
神
へ
の
愛
と
隣
人
愛
と
の
結
合
に
、

イ
エ
ス
の
思
想
的
独
創
を
見
る
こ
と
が
出
来
な
い
こ
と
は
、
な
る
程
田
川
氏
も
主
張
す
る
通
り
、
ユ
ダ
ヤ
教
文
献
と
の
比
較
か
ら
明
ら
か

であ
る
。
し
か
し
誰
が
そ
の
結
合
と
思
想
を
キ
リ
ス
ト
教
の
専
売
特
許
と
し
て
言
い
ふ
ら
し
て
い
る
と
い
う
の
だ
ろ
う
か
。
確
か
に
今
日

でも
そ
う
し
た
誤
解
の
中
に
安
住
し
て
い
る
牧
師
や
キ
リ
ス
ト
教
徒
が
多
く
い
る
こ
と
は
否
定
出
来
ま
い
。
し
か
し
キ
リ
ス
ト
教
が
挙
げ

て

専
売
特
許
を

借称
し
て
い
る
と
い
う
わ
け
で
は
あ
る
ま
い
。
氏
の
指
摘
す
る
ユ
ダ
ヤ
教
と
の
平
行
関
係
は
、
既
に
氏
以
前
か
ら
キ
リ
ス
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ト
教
徒
の
学
者
に
も
知
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

　そ
の
起
源
が
、
ユ
ダ
ヤ
教
と
い
う
よ
り
も
旧
約
聖
書
に
あ
る
と
は
い
う
も
の
の
、
愛
の
思
想
と
イ
エ
ス
の
行
動
と
に
密
接
不
可
分
の
関

係
を見
出
し
、
　
「
こ
れ
こ
そ
キ
リ
ス
ト
教
の
根
本
精
神
だ
」
と
す
る
、
キ
リ
ス
ト
教
の
自
己
理
解
を
産
み
出
す
基
を
作
っ
た
原
始
教
団
の

イ
エ
ス
理
解
は
、
そ
れ
自
体
無
意
味
な
、
あ
る
い
は
間
違
っ
た
方
向
で
あ
る
と
は
い
え
な
い
。
た
と
え
ユ
ダ
ヤ
教
の
何
人
か
の
ラ
ビ
達
が
、

イ
エ
ス
に
先
ん
じ
て
同
じ
こ
と
ば
を
語
っ
た
り
、
同
じ
論
法
を
用
い
て
い
る
か
ら
と
い
っ
て
、
そ
れ
で
イ
エ
ス
の
独
自
性
が
喪
失
す
る
わ

け
で
は
な
い
。
同
じ
こ
と
ば
を
語
っ
た
ラ
ビ
達
は
、
結
局
律
法
主
義
的
ユ
ダ
ヤ
教
の
枠
を
イ
エ
ス
の
よ
う
に
踏
み
越
え
る
こ
と
は
な
か
っ

た
。
イ
エ
ス
の
断
片
的
で
必
ず
し
も
数
も
多
く
は
な
い
伝
承
は
、
田
川
氏
が
記
す
通
り
、
そ
の
「
言
葉
が
発
せ
ら
れ
た
個
々
の
場
面
を
厳

密
に
と
ら
え
返
す
の
は
不
可
能
で
あ
る
に
せ
よ
」
、
「
全
体
的
な
状
況
」
、
「
歴
史
的
な
場
の
中
」
に
と
り
房
し
て
と
ら
え
て
い
く
こ
と
が
求

　
　
　
　
　
　
　
（
9
0
）

めら
れ
る
わ
け
だ
が
、
ラ
ビ
の
こ
と
ば
も
同
様
に
し
て
見
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
即
ち
、
同
一
の
こ
と
ば
が
、
つ
ま
り
愛
と
い
う
こ
と
ば
が

語ら
れ
て
も
、
　
「
逆
説
的
反
抗
」
の
枠
内
で
語
ら
れ
る
か
、
パ
リ
サ
イ
的
律
法
主
義
の
枠
内
で
語
ら
れ
て
い
る
か
に
よ
っ
て
、
当
然
な
が

ら
そ
こ
に
は
全
く
異
っ
た
言
語
空
間
が
生
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
さ
に
「
同
じ
せ
り
ふ
も
、
方
向
が
変
え
ら
れ
れ
ば
意
味
が
逆
転
す

（
9
1
）

る
」
の
で
あ
り
、
新
た
な
意
味
領
域
が
生
じ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
田
川
氏
の
議
論
は
、
そ
も
そ
も
「
イ
エ
ス
は
愛
の
説

教家
で
は
な
い
」
と
の
断
言
に
立
っ
て
、
そ
の
新
た
な
意
味
領
域
の
内
容
を
問
う
前
の
地
点
で
、
即
ち
イ
エ
ス
が
当
時
の
ユ
ダ
ヤ
教
の
思

想
世界
の
用
語
法
に
よ
る
こ
と
ば
の
概
念
を
転
倒
さ
せ
る
た
め
に
用
い
た
、
氏
の
所
謂
「
逆
説
的
反
抗
」
と
い
う
方
法
を
指
摘
強
調
す
る

だけ
で
一
件
落
着
と
し
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
田
川
氏
が
逆
説
的
反
抗
者
と
名
付
け
る
、
当
時
の
ユ
ダ
ヤ
教
の
中
で

の

注目
す
べ
き
存
在
様
式
に
お
い
て
イ
エ
ス
が
意
図
し
た
こ
と
が
、
逆
説
的
反
抗
と
い
う
そ
の
独
得
の
振
舞
い
を
福
音
と
し
て
宣
教
す
る

こ
と
に
あ
っ
た
と
は
考
え
難
い
。
　
「
果
た
し
て
イ
エ
ス
の
こ
れ
ら
の
発
言
に
お
い
て
は
、
本
当
に
、
た
だ
そ
の
よ
う
に
皮
肉
で
論
争
的
な

　
　
　

二
つ
の

歴史
的
社
会
的
イ
エ
ス
研
究
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
九



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　　
五
〇

批判
に
満
ち
た
姿
勢
の
み
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
む
し
ろ
そ
の
基
盤
に
は
、
も
っ
と
積
極
的
で
肯
定
的
な
捉
え
方
が
あ
っ
た
の
で
は
な

　
　
　
　
（
9
2
）

い
だ
ろ
う
か
L
と
い
う
疑
問
は
青
野
氏
だ
け
の
疑
問
で
は
な
く
、
ま
た
単
に
、
イ
エ
ス
の
「
祈
り
」
に
関
す
る
田
川
氏
の
解
釈
だ
け
に
該

当
す
る
疑
問
に
と
ど
ま
ら
な
い
。

　
氏
は

従来
の
イ
エ
ス
研
究
に
つ
い
て
の
批
判
の
申
で
、
　
「
表
層
を
羅
列
す
る
こ
と
で
満
足
し
う
る
者
は
、
…
…
結
局
、
自
分
自
身
の
存

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
3
）

在
か
ら
に
じ
み
出
る
意
識
を
無
自
覚
的
に
過
去
に
投
影
す
る
だ
け
な
の
で
あ
る
」
と
記
し
て
い
る
が
、
氏
の
イ
エ
ス
論
の
、
少
く
と
も
わ

れ
わ
れ
の見
た
部
分
に
関
し
て
は
、
氏
自
身
の
存
在
か
ら
に
じ
み
出
る
意
識
が
、
強
度
に
過
去
に
投
影
さ
れ
て
い
る
、
と
特
徴
づ
け
る
こ

と
が
出
来
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　田
川
氏
の
『
イ
エ
ス
と
い
う
男
』
以
後
既
に
一
〇
年
が
経
過
し
た
が
、
こ
の
間
新
た
な
見
る
ぺ
き
イ
エ
ス
論
は
現
れ
て
い
な
い
。
こ
の

こ
と
は
本
書
の
与
え
た
衝
撃
の
大
き
さ
を
物
語
る
か
も
知
れ
な
い
。
わ
れ
わ
れ
が
イ
エ
ス
を
史
的
に
把
握
し
よ
う
と
す
る
際
、
本
書
と
の

真
剣
な
対
論
を
避
け
得
な
い
と
同
時
に
、
本
書
と
の
批
判
的
対
論
は
、
歴
史
的
社
会
的
イ
エ
ス
論
が
、
必
ず
し
も
イ
エ
ス
論
の
最
後
的
形

で
は
な

い
こ
と
も
明
ら
か
に
す
る
で
あ
ろ
う
。
た
だ
筆
者
が
本
論
の
さ
さ
や
か
な
考
察
を
通
し
て
最
後
に
記
し
た
い
の
は
、
『
イ
エ
ス
伝

研究
史
』
の
続
編
が
書
か
れ
る
な
ら
ば
、
　
「
日
本
人
の
貢
献
」
と
し
て
記
述
さ
る
に
相
応
し
い
創
見
に
富
む
イ
エ
ス
研
究
が
、
一
九
八
〇

年
に
出
版
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

註
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　　
　
（
2
）
　
前
掲
書
評
　
三
頁
。

（1
）
　
田
川
建
三
「
イ
エ
ス
理
解
の
も
う
一
つ
の
道
－
土
井
正
興
著
『
イ
　
　
　
（
3
）
竹
森
満
佐
一
編
「
イ
エ
ス
伝
研
究
を
め
ぐ
っ
て
』
（
日
本
基
督
教

　
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
』
を
中
心
に
i
、
　
『
興
文
』
　
（
日
本
基
督
教
協
議
　
　
　
　
団
出
版
局
）
一
九
七
〇
年
　
二
八
〇
ー
二
八
一
頁
。

　
会
・
文
書
事
業
部
発
行
）
一
九
六
七
年
四
月
号
。
ニ
ー
五
頁
。
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）
　
田
川
建
三
『
イ
エ
ス
と
い
う
男
』
（
＝
二
書
房
）
一
九
入
○
年
　
三



　
六
七ー
三
六
八
頁
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
9
）
　
R
・
ブ
ル
ト
マ
ン
（
川
端
純
四
郎
・
八
木
誠
一
共
訳
）
『
イ
エ
ス
』

（5
）
　
土
井
正
興
『
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
』
（
三
一
書
房
）
一
九
六
六
年
一
　
　
　
　
（
未
来
社
）
一
九
六
三
年
　
一
六
頁
。

　
二月
第
一
版
第
一
刷
、
一
九
九
〇
年
第
一
版
第
一
六
刷
　
九
頁
。
以
下
　
　
　
（
2
0
）
　
土
井
　
三
四
頁
。

　
本
書
から
の
引
用
は
、
土
井
と
し
、
頁
だ
け
を
記
す
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
1
）
　
G
・
ボ
ル
ン
カ
ム
（
善
野
碩
之
助
訳
）
『
ナ
ザ
レ
の
イ
エ
ス
』
（
新

（6
）
　
A
・
シ
ュ
ヴ
ァ
イ
ツ
ァ
ー
（
遠
藤
彰
、
森
田
雄
三
郎
共
訳
）
『
イ
エ
　
　
　
　
教
出
版
社
）
改
訂
増
補
版
　
一
九
六
七
年
　
三
二
頁
。

　
ス

伝
研
究史
』
（
上
）
〔
『
シ
ュ
ヴ
ァ
イ
ツ
ァ
ー
著
作
集
』
第
一
七
巻
〕
　
　
　
（
2
2
）
　
『
ナ
ザ
レ
の
イ
エ
ス
』
　
二
五
頁
。

　
（
白
水
社
）
一
九
六
〇
年
　
四
四
頁
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
3
）
　
『
ナ
ザ
レ
の
イ
エ
ス
』
　
二
六
頁
。

（7
）
　
土
井
　
一
七
－
一
九
頁
参
照
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
4
）
　
土
井
　
三
二
頁
。

（8
）
　
シ
ュ
ヴ
ァ
イ
ツ
ァ
ー
　
前
掲
書
　
五
九
頁
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
5
）
　
土
井
　
三
六
頁
。

（9
）
　
土
井
　
二
九
－
三
〇
頁
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
6
）
　
前
掲
『
興
文
』
　
五
頁
。

（1
0
）
　
幻
゜
切
⊆
犀
日
㊤
ロ
ロ
O
H
碧
ぴ
o
印
β
ロ
自
く
o
冨
9
げ
o
ロ
切
F
宅
H
8
α
　
　
　
（
2
7
）
　
土
井
　
六
六
頁
。

　
ω
゜
ω
ρ
　
　
　
　
　
　
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
8
）
　
ダ
ニ
エ
ル
ロ
ロ
プ
ス
（
波
木
居
斉
二
、
波
木
居
繍
四
一
訳
）
『
イ
エ
ス

（1
1
）
ブ
ル
ト
マ
ソ
、
ク
ン
ズ
ィ
ソ
（
山
形
孝
夫
訳
）
『
聖
書
の
伝
承
と
様
　
　
　
　
蒔
代
の
日
常
生
活
』
1
　
（
山
本
書
店
）
一
九
六
四
年
　
七
ニ
ー
七
三
頁
。

　式
』
（
未
来
社
）
一
九
六
七
年
　
六
七
頁
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
9
）
　
前
掲
『
興
文
』
　
四
頁
。

（1
2
）
　
土
井
　
三
〇
頁
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
0
）
　
ダ
ニ
エ
ル
腿
ロ
プ
ス
　
前
掲
書
　
一
一
四
頁
以
下
参
照
。

（1
3
）
　
同
　
前
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
1
）
　
土
井
　
一
＝
一
頁
。

（1
4
）
　
ブ
ル
ト
マ
ン
（
山
岡
喜
久
男
、
小
黒
　
董
共
訳
）
『
キ
リ
ス
ト
と
神
　
　
　
（
3
2
）
　
E
・
シ
ュ
タ
ウ
フ
ァ
ー
（
荒
井
　
献
訳
）
『
エ
ル
サ
レ
ム
と
ロ
ー
マ
』

話
』
（
新
教
出
版
社
）
一
九
六
〇
年
　
一
〇
九
頁
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
日
本
基
督
教
団
出
版
部
）
一
九
六
五
年
　
一
二
七
－
二
二
八
頁
。

（1
5
）
　
土
井
　
二
五
頁
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
3
）
　
土
井
　
九
四
－
九
五
頁
。

（1
6
）
　
『
キ
リ
ス
ト
と
神
話
』
　
一
一
〇
頁
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
4
）
　
土
井
　
一
一
九
頁
。

（1
7
）
　
同
　
前
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
5
）
　
E
・
シ
ュ
タ
ウ
フ
ァ
ー
　
前
掲
書
　
第
八
章
、
特
に
一
九
二
頁
以

（1
8
）
　
『
聖
書
の
伝
承
と
様
式
』
　
六
六
頁
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
下
参
照
。
ま
た
、
E
・
シ
ュ
タ
ウ
フ
ァ
i
（
高
柳
伊
三
郎
訳
）
『
イ
エ
ス

二
つ
の

歴史
的
社
会
的
イ
エ
ス
研
究
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
一



五
二

そ
の

人と
歴
史
』
（
日
本
基
督
教
団
出
版
部
）
一
九
六
二
年
　
一
〇
二
頁
、
　
　
　
（
5
0
）
　
土
井
　
一
二
五
頁
。

　
一
〇
六
－
二
〇
頁
参
照
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
1
）
　
コ
ソ
ツ
ェ
ル
マ
ソ
（
田
川
建
三
訳
）
『
時
の
中
心
ー
ル
カ
神
学
の
研

（3
6
）
　
土
井
　
一
〇
八
頁
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
究
』
（
新
教
出
版
社
）
、
一
九
六
五
年
　
＝
一
頁
以
下
、
ま
た
＝
二

（7
3
）
　
土
井
　
一
一
四
頁
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
頁
の
註
2
参
照
。

（3
8
）
　
土
井
　
一
一
四
ー
一
一
五
頁
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
2
）
　
土
井
　
一
二
六
頁
。

（3
9
）
　
フ
ラ
ウ
ィ
ウ
ス
・
ヨ
セ
フ
ス
（
秦
　
剛
平
訳
）
『
ユ
ダ
ヤ
戦
記
』
（
山
　
　
　
（
5
3
）
　
シ
ュ
タ
ウ
フ
ァ
ー
　
『
イ
エ
ス
　
そ
の
人
と
歴
史
』
　
一
〇
九
頁
。

本
書
店
）
　
2
、
〔
皿
∴
m
・
2
〕
　
一
〇
五
－
一
〇
六
頁
。
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
4
）
　
シ
ュ
タ
ウ
フ
ァ
ー
　
前
掲
書
　
一
〇
八
頁
以
下
。
　
　
　
　
　
．

（0
4
）
　
土
井
　
七
七
頁
。
入
八
頁
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
5
）
　
土
井
　
＝
五
頁
。

（4
1
）
同
前
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
6
）
土
井
一
四
三
頁
。

（4
2
）
　
フ
ラ
ウ
ィ
ウ
ス
・
ヨ
セ
フ
ス
（
秦
剛
平
訳
）
『
ユ
ダ
ヤ
古
代
誌
　
　
　
　
（
留
）
　
土
井
　
一
四
九
頁
。

区
く
昌
H
ー
区
H
×
』
　
九
頁
、
註
（
d
）
参
照
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
8
）
　
土
井
　
一
五
一
頁
。

（
4
3
）
　
土
井
　
六
六
頁
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
9
）
　
苗
則
一
掲
『
興
文
』
　
一
二
頁
。

（姐
）
　
さ
す
が
に
田
川
氏
は
事
柄
を
正
し
く
見
て
い
る
。
　
『
イ
エ
ス
と
い
　
　
　
（
6
0
）
　
田
川
建
三
『
イ
エ
ス
と
い
う
男
』
　
三
六
六
頁
。
以
下
、
本
書
か

う
男
』
　
一
七
九
頁
以
下
参
照
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ら
の
引
用
は
、
『
男
』
と
し
頁
数
の
み
記
す
。

（4
5
）
　
ア
ム
ー
ー
ハ
ー
ー
ア
レ
ツ
に
つ
い
て
は
、
国
冥
O
鴫
O
U
O
勺
国
U
目
諺
臼
d
・
　
　
　
（
6
1
）
　
「
『
イ
エ
ス
と
い
う
男
』
以
後
」
　
雑
誌
『
現
代
の
眼
』
　
一
九
八
一
、

U跨H
O
跨
く
o
ピ
b
。
り
。
。
。
。
㌣
。
。
。
。
刈
の
当
該
項
目
参
照
。
ま
た
ω
霞
p
舞
・
　
　
　
　
八
月
号
　
一
〇
八
－
一
ニ
ニ
頁
。
引
用
は
一
〇
八
頁
。

切謹
窪
げ
。
。
ぎ
囚
o
ヨ
ヨ
o
ロ
鼠
同
N
郎
目
2
↓
餌
窃
↓
巴
日
β
岱
暮
山
］
≦
甲
　
　
　
（
6
2
）
　
O
o
ω
。
寓
。
ゲ
8
山
窪
ω
巻
o
冥
μ
ω
。
プ
o
ロ
ゴ
醇
告
け
μ
o
”
初
版
は
一
九

　痔
器
0
7
切
匹
』
匂
四
九
四
頁
以
下
参
照
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
一
年
。

（4
6
）
　
土
井
　
一
一
五
頁
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
3
）
　
註
（
6
1
）
の
論
評
の
中
で
言
及
さ
れ
て
い
る
も
の
以
外
に
、
角
田
信

（7
4
）
　
土
井
　
＝
九
－
一
二
一
頁
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
郎
「
田
川
建
三
著
『
イ
エ
ス
と
い
う
男
ー
逆
説
的
反
抗
者
の
生
と

（4
8
）
　
土
井
　
＝
一
四
頁
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
死
』
」
　
『
日
本
の
神
学
』
（
日
本
基
督
教
学
会
）
2
0
号
　
一
九
八
一
年

（4
9
）
同
前
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
ニ
ー
四
〇
頁
。
八
木
誠
一
「
イ
エ
ス
理
解
の
課
題
と
方
法
－
荒
井
献
、
　
・



　
田川
建
三
、
滝
沢
克
己
の
イ
エ
ス
解
釈
を
め
ぐ
っ
て
L
　
雑
誌
『
歴
史
　
　
　
（
7
9
）
　
『
男
』
　
三
一
頁
。

　と
社
会
』
（
リ
ブ
ロ
ポ
ー
ト
）
　
一
号
　
一
九
八
二
年
　
＝
一
＝
ー
一
六
　
　
　
（
8
0
）
　
『
男
』
　
三
六
頁
。

　
○頁
。
青
野
太
潮
『
「
十
字
架
の
神
学
」
の
成
立
』
（
ヨ
ル
ダ
ソ
社
）
一
　
　
　
（
8
1
）
　
『
男
』
　
三
七
頁
。

　
九
八
九年
、
三
三
五
－
三
九
一
頁
、
（
第
二
章
三
節
　
田
川
建
三
氏
へ
　
　
　
（
8
2
）
　
『
男
』
　
三
六
六
頁
。

　
の

批
判的
対
論
）
が
主
な
も
の
と
し
て
あ
げ
ら
れ
よ
う
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
3
）
　
同
　
前
。

（6
4
）
　
註
（
6
1
）
の
論
評
　
一
一
一
頁
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
4
）
　
註
（
6
7
）
参
照
。

（6
5
）
　
田
川
建
三
『
思
想
的
行
動
へ
の
接
近
ー
イ
エ
ス
と
現
代
』
（
呉
指
　
　
　
（
8
5
）
　
『
男
』
　
三
六
六
頁
。

　
の会
）
一
九
七
二
年
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
6
）
　
『
男
』
　
二
九
頁
。

（66
）
　
『
指
』
（
日
本
基
督
教
団
上
原
教
会
）
一
七
九
号
、
一
九
六
五
年
　
一
　
　
　
（
8
7
）
　
『
男
』
　
三
六
頁
。

　
○月
号
　
八
－
一
五
頁
。
以
下
の
註
で
は
『
指
』
と
し
、
頁
の
み
記
す
。
　
　
　
（
8
8
）
　
『
男
』
　
四
一
頁
。

（6
7
）
　
『
指
』
　
八
－
九
頁
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
9
）
　
E
・
シ
ュ
タ
ゥ
フ
ァ
i
（
川
島
貞
雄
訳
）
『
イ
エ
ス
の
使
信
ー
過
去

（6
8
）
　
『
指
』
九
頁
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と
現
在
』
（
日
本
基
督
教
団
出
版
局
）
一
九
六
七
年
、
「
第
五
章
、
隣
人

（6
9
）
同
前
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
愛
」
参
照
。

（7
0
）
　
『
指
』
　
一
一
頁
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
0
）
　
『
男
』
　
二
九
頁
。

（7
1
）
　
『
指
』
　
＝
一
頁
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
1
）
　
『
男
』
　
四
四
頁
。

（7
2
）
　
同
　
前
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
2
）
　
註
（
6
3
）
に
あ
げ
た
青
野
氏
の
著
作
、
三
四
四
頁
。

（7
3
－
7
7
）
　
『
指
』
　
一
五
頁
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
3
）
　
『
男
』
　
二
四
頁
。

（
7
8
）
　
『
男
』
　
三
〇
頁
。

二
つ
の

歴史
的
社
会
的
イ
エ
ス
研
究
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
三


