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新
約
聖
書
の
福
音
書
は
紀
元
一
世
紀
の
後
半
に
書
か
れ
た
。
そ
の
頃
、
書
物
に
は
歴
史
書
と
か
、
宗
教
書
と
か
、
文
学
書
な
ど
と
い
っ

た
分
類
は
な
か
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
。

　

紀
元
一
世
紀
の
初
め
に
イ
ス
ラ
エ
ル
の
ガ
リ
ラ
ヤ
地
方
の
小
邑
ナ
ザ
レ
に
生
ま
れ
た
イ
エ
ス
と
い
う
人
物
が
、
父
親
の
大
工
ヨ
セ
フ
の

死
に
あ
い
、
生
家
を
出
て
、
独
自
の
宗
教
家
ヨ
ハ
ネ
か
ら
洗
礼
を
受
け
、
ヨ
ハ
ネ
教
団
に
属
し
た
が
、
ヨ
ハ
ネ
が
殺
さ
れ
た
こ
と
も
あ
っ

て
、
教
団
を
離
脱
し
た
。

　

三
十
歳
の
頃
か
ら
、
二
年
余
の
間
、
ガ
リ
ラ
ヤ
地
方
を
遊
行
し
て
、
民
衆
に
語
り
か
け
、
弟
子
た
ち
と
共
に
歩
ん
だ
。
ユ
ダ
ヤ
教
の
パ

リ
サ
イ
派
や
サ
ド
カ
イ
派
、
ロ
ー
マ
の
権
力
者
は
イ
エ
ス
が
律
法
を
守
ら
な
い
こ
と
を
非
難
し
た
が
、
イ
エ
ス
は
彼
等
の
生
き
か
た
を
批

判
し
た
。
そ
し
て
弟
子
の
要
請
に
よ
っ
て
や
む
な
く
首
都
エ
ル
サ
レ
ム
に
お
も
む
き
、
神
殿
を
覚
醒
さ
せ
、
律
法
主
義
を
批
判
し
た
た
め
、

捕
え
ら
れ
、
十
字
架
の
刑
に
処
せ
ら
れ
、
絶
命
し
た
。
そ
の
間
に
イ
エ
ス
の
語
っ
た
言
葉
や
出
来
事
が
、
の
ち
に
弟
子
達
に
よ
っ
て
四
つ

の
福
音
書
に
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
文
章
は
、
福
音
書
と
い
う
文
学
形
式
で
あ
る
。

　

こ
こ
で
は
「
マ
タ
イ
伝
福
音
書
」
の
第
五
章
か
ら
第
七
章
に
あ
る
「
山
上
の
垂
訓
」
と
呼
ば
れ
る
部
分
を
読
ん
で
、
そ
の
文
学
性
を
考
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え
る
こ
と
に
し
た
い
。

　

新
約
聖
書
に
お
け
る
イ
エ
ス
の
文
学
性
と
は
な
に
か
。聖
書
は
紀
元
五
〇
年
頃
か
ら
イ
エ
ス
の
弟
子
た
ち
に
よ
っ
て
書
か
れ
は
じ
め
た
。

そ
の
頃
、
イ
エ
ス
に
会
っ
た
こ
と
は
無
く
、
当
初
、
イ
エ
ス
を
批
判
し
て
い
た
ユ
ダ
ヤ
教
徒
の
パ
ウ
ロ
が
、
イ
エ
ス
の
幻
像
に
接
し
た
こ

と
か
ら
キ
リ
ス
ト
教
徒
に
改
宗
し
た
。
そ
し
て
イ
エ
ス
の
思
想
と
は
異
な
る
キ
リ
ス
ト
教
と
い
う
独
自
の
思
想
を
作
り
だ
し
、
地
中
海
域

に
布
教
を
は
じ
め
た
。

　

パ
ウ
ロ
の
宗
教
性
は
イ
エ
ス
を
キ
リ
ス
ト
、
す
な
わ
ち
救
世
主
に
仕
立
て
上
げ
る
こ
と
に
専
念
し
、
地
中
海
域
の
諸
方
の
町
に
独
自
の

集
団
を
形
成
、
の
ち
に
そ
の
集
団
の
人
々
に
手
紙
を
送
っ
た
。
そ
れ
が
新
約
聖
書
の
約
五
分
の
一
を
占
め
る
「
パ
ウ
ロ
書
簡
」
で
あ
る
。

　

だ
が
、
イ
エ
ス
の
思
想
は
パ
ウ
ロ
と
は
異
な
る
。
パ
ウ
ロ
は
「
ロ
マ
書
」
第
一
章
に
お
い
て
、「
我
は
福
音
を
恥
と
せ
ず
、
こ
の
福
音

は
ユ
ダ
ヤ
人び

と

を
始
め
ギ
リ
シ
ャ
人び
と

に
も
、凡
て
信
ず
る
者
に
救
を
得
さ
す
る
神
の
力
た
れ
ば
な
り
。
神
の
義
は
そ
の
福
音
の
う
ち
に
顕
れ
、

信
仰
よ
り
出
で
て
信
仰
に
進
ま
し
む
。
録
し
て
『
義
人
は
信
仰
に
よ
り
生
く
べ
し
』
と
あ
る
如
し
。」
と
言
っ
た
。
神
は
凡
て
信
ず
る
者

に
救
を
得
さ
せ
る
と
い
う
。
す
べ
て
は
信
仰
で
あ
る
。

　

イ
エ
ス
の
語
っ
た
言
葉
は
イ
エ
ス
の
弟
子
で
、
福
音
書
の
記
者
た
ち
に
よ
っ
て
書
か
れ
て
い
る
。
イ
エ
ス
の
書
い
た
も
の
で
は
な
い
の

で
、
確
か
と
は
い
え
な
い
け
れ
ど
、「
マ
タ
イ
伝
福
音
書
」
第
八
章
に
は
こ
う
あ
る
。　

　
「
一
人
の
学
者
き
た
り
て
言
ふ
。『
師
よ
、
何
処
に
ゆ
き
給
ふ
と
も
、
我
は
従
は
ん
』
イ
エ
ス
言
ひ
た
ま
ふ
『
狐
は
穴
あ
り
、
空
の
鳥
は

塒
あ
り
、
さ
れ
ど
人
の
子
は
枕
す
る
所
な
し
』
ま
た
弟
子
の
一
人
い
ふ
『
主
よ
、
先
ず
往
き
て
我
が
父
を
葬
る
こ
と
を
許
し
た
ま
へ
』
イ

エ
ス
言
ひ
た
ま
ふ
『
我
に
従
へ
、
死
に
た
る
者
に
そ
の
死
に
た
る
者
を
葬
ら
せ
よ
』」
と
。

　

自
分
の
人
生
は
い
ず
こ
に
も
枕
す
る
処
な
き
境
涯
で
あ
り
、
さ
ら
に
弟
子
に
対
し
て
は
父
親
を
葬
る
よ
り
も
、
自
分
の
道
を
歩
め
と
い

う
。
パ
ウ
ロ
は
ユ
ダ
ヤ
人
に
も
ギ
リ
シ
ャ
人
に
も
あ
い
わ
た
る
「
量
」
を
め
ざ
し
、
イ
エ
ス
は
学
者
に
も
弟
子
に
も
、
た
だ
一
人
の
「
質
」
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を
め
ざ
し
た
の
で
あ
る
。

　

パ
ウ
ロ
は
の
ち
に
「
ロ
マ
書
」
を
は
じ
め
、「
コ
リ
ン
ト
前
書
」「
コ
リ
ン
ト
後
書
」「
ガ
ラ
テ
ヤ
書
」「
ピ
リ
ピ
書
」「
テ
サ
ロ
ニ
ケ
前
書
」

「
ピ
レ
モ
ン
書
」の
七
つ
の
、集
会
お
よ
び
個
人
に
宛
て
た
書
簡
を
記
し
た
。
だ
が
イ
エ
ス
は
一
切
、手
紙
も
文
章
も
書
か
な
か
っ
た
。
従
っ

て
、
パ
ウ
ロ
の
言
行
は
書
簡
に
関
す
る
限
り
、
確
実
と
い
え
る
が
、
イ
エ
ス
の
そ
れ
は
確
か
と
は
い
え
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
に
イ
エ
ス
の
言

行
に
つ
い
て
真
偽
は
定
か
で
は
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
こ
と
が
イ
エ
ス
の
言
行
に
関
し
て
、
そ
れ
を
読
む
者
に
「
文
学
性
」
を
与
え
る
と

い
っ
て
よ
い
。

　

イ
エ
ス
の
言
葉
と
行
動
は
弟
子
た
ち
が
記
し
た
福
音
書
か
ら
推
測
す
る
ほ
か
は
な
い
。
そ
の
こ
と
は
そ
の
記
録
に
真
偽
が
入
り
交
じ
っ

て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
で
イ
エ
ス
の
真
実
の
記
録
と
思
わ
れ
る
文
書
か
ど
う
か
を
判
定
す
る
必
要
が
あ
る
。
そ
こ
か
ら
聖
書

学
と
い
う
分
野
が
生
ま
れ
た
。
十
九
世
紀
に
な
っ
て
以
来
の
こ
と
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
作
業
に
よ
っ
て
イ
エ
ス
の
真
相
は
も
た
ら
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
か
。
聖
書
学
と
い
う
学
問
に
も
問
題
が
あ
り
、
イ

エ
ス
の
言
葉
を
確
実
な
も
の
と
判
断
す
る
こ
と
は
難
し
い
。
二
千
年
前
の
文
書
を
分
析
し
て
、
真
実
と
非
真
実
と
を
完
全
に
判
定
す
る
こ

と
は
不
可
能
で
あ
る
。
そ
こ
か
ら
聖
書
学
に
も
限
界
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
て
き
た
。

　

か
つ
て
の
神
学
は
四
世
紀
以
降
に
作
ら
れ
、
教
会
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
た
教
義
に
過
ぎ
な
い
。
た
と
え
ば
、
そ
の
最
初
の
神
学
は
、「
イ

エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
は
ま
こ
と
の
神
に
し
て
、
ま
こ
と
の
人
間
で
あ
る
」。「
ま
こ
と
の
人
間
」
は
わ
か
る
が
、「
ま
こ
と
の
神
」
と
は
な
に
か
。

お
よ
そ
「
神
」
の
概
念
は
当
時
の
人
間
が
作
っ
た
も
の
に
過
ぎ
な
い
。
そ
れ
を
後
世
に
ま
で
正
し
い
も
の
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

　

さ
ら
に
「
神
は
父
で
あ
り
、
子
で
あ
り
、
聖
霊
で
あ
る
」
と
い
う
、
い
わ
ゆ
る
三
位
一
体
の
思
想
も
、
当
時
の
バ
ビ
ロ
ニ
ア
の
数
学
か

ら
取
り
入
れ
た
三
位
一
体
の
理
論
を
適
用
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
ア
レ
キ
サ
ン
ド
リ
ア
の
司
祭
ア
イ
レ
ナ
イ
オ
ス
は
イ
エ
ス
の
神
性
を
否
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定
し
て
、
神
の
被
造
物
と
し
た
た
め
異
端
と
さ
れ
た
。

　

あ
る
い
は
イ
エ
ス
が
神
と
さ
れ
た
た
め
に
「
イ
エ
ス
の
母
マ
リ
ア
を
神
の
母
と
呼
ぶ
」
と
い
う
教
義
に
至
っ
て
は
、
さ
す
が
に
当
時
か

ら
異
義
が
出
さ
れ
、
ネ
ス
ト
リ
オ
ス
は
「
せ
め
て
キ
リ
ス
ト
の
母
」
と
い
う
こ
と
を
提
唱
し
た
が
、
容
れ
ら
れ
ず
、
異
端
と
さ
れ
た
。
そ

し
て
弟
子
た
ち
に
よ
る
ネ
ス
ト
リ
ウ
ス
派
の
キ
リ
ス
ト
教
は
中
国
に
渡
っ
て
景
教
と
称
し
て
大
流
行
し
た
。
ま
た
オ
ー
ソ
ド
ッ
ク
ス
と
い

う
民
族
主
義
や
神
秘
主
義
の
要
素
を
も
つ
教
派
が
東
方
の
コ
ン
ス
タ
ン
チ
ノ
ポ
リ
ス
に
作
ら
れ
、
カ
ト
リ
ッ
ク
と
は
十
二
世
紀
に
分
裂
す

る
。

　

中
世
十
三
世
紀
に
ト
マ
ス
・
ア
ク
イ
ナ
ス
が
『
神
学
大
全
』
を
著
わ
し
、
キ
リ
ス
ト
教
神
学
を
確
立
し
よ
う
と
し
た
。
彼
は
カ
ト
リ
ッ

ク
教
会
の
思
想
的
象
徴
と
さ
れ
た
が
、
完
成
間
近
に
夢
を
見
て
、
自
分
が
書
い
た
も
の
は
空
し
い
と
言
い
、
そ
れ
ま
で
の
思
想
を
否
定
し

て
、
間
も
な
く
亡
く
な
っ
た
。
ま
た
カ
ト
リ
ッ
ク
の
内
部
か
ら
ア
シ
ジ
の
フ
ラ
ン
チ
ェ
ス
コ
が
現
れ
、
小
鳥
に
向
か
っ
て
説
教
を
し
た
り
、

太
陽
を
兄
弟
、
月
を
姉
妹
と
呼
ぶ
な
ど
の
自
然
神
学
を
唱
え
た
が
、
そ
の
人
格
は
崇
敬
さ
れ
た
。

　

や
が
て
十
六
世
紀
に
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
が
免
罪
符
を
大
量
に
発
行
し
て
、莫
大
な
利
益
を
得
た
こ
と
な
ど
に
異
議
を
唱
え
た
マ
ル
チ
ン
・

ル
タ
ー
や
ジ
ャ
ン
・
カ
ル
ヴ
ァ
ン
な
ど
が
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
教
会
を
設
立
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
東
部
に
拡
大
さ
れ
、
キ
リ
ス
ト
教
は
カ
ト
リ
ッ

ク
、
オ
ー
ソ
ド
ッ
ク
ス
、
さ
ら
に
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
三
つ
に
分
割
さ
れ
る
。

　

神
学
と
い
う
も
の
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
教
派
の
理
念
と
し
て
続
く
が
、
十
八
世
紀
の
頃
か
ら
教
会
外
の
人
々
に
よ
っ
て
教
会
の
真
理
よ
り

も
聖
書
の
真
理
が
時
代
的
に
先
行
し
て
い
る
こ
と
が
主
張
さ
れ
る
。
そ
し
て
聖
書
自
体
を
探
求
す
る
学
問
が
さ
か
ん
に
な
り
、
や
が
て
教

会
の
中
か
ら
も
聖
書
に
帰
ろ
う
と
す
る
動
き
が
出
て
く
る
。
こ
れ
は
教
会
の
学
と
し
て
の
神
学
に
対
し
て
、
そ
の
も
と
に
な
っ
て
い
る
聖

書
の
学
が
先
行
す
る
と
い
う
主
張
で
あ
る
。
そ
し
て
二
十
世
紀
に
な
っ
て
聖
書
学
は
精
密
に
な
っ
て
い
く
。
聖
書
が
い
か
に
し
て
作
ら
れ
、

そ
の
解
釈
が
ど
の
よ
う
に
発
展
し
て
き
た
か
は
、
も
は
や
神
学
を
し
の
ぐ
も
の
と
な
っ
て
い
っ
た
。
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と
こ
ろ
で
新
約
聖
書
に
は
イ
エ
ス
の
言
動
と
パ
ウ
ロ
の
言
動
が
お
も
に
記
さ
れ
て
い
る
。
パ
ウ
ロ
の
言
動
は
そ
の
独
自
の
思
想
に
よ
っ

て
作
成
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
よ
り
も
、
さ
ら
に
そ
れ
に
先
立
っ
て
イ
エ
ス
自
身
の
言
葉
と
行
動
が
あ
っ
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

　

し
か
し
イ
エ
ス
の
言
葉
と
行
動
は
そ
の
こ
と
を
あ
ら
わ
し
た
記
録
も
弟
子
た
ち
に
よ
っ
て
伝
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
イ
エ
ス
自
身
の

筆
に
よ
る
記
録
は
な
い
。
そ
の
こ
と
か
ら
イ
エ
ス
の
真
正
の
言
動
は
正
確
に
は
不
明
で
あ
る
。
聖
書
に
帰
る
こ
と
は
教
会
に
依
る
よ
り
も

原
型
に
近
い
が
、
そ
れ
も
聖
書
と
い
う
も
の
が
イ
エ
ス
を
正
確
に
表
し
て
い
る
と
は
い
え
な
い
と
な
る
と
問
題
で
あ
る
。
聖
書
学
に
も
さ

ま
ざ
ま
な
判
断
が
あ
っ
て
、
イ
エ
ス
の
言
動
は
た
だ
聖
書
に
の
み
依
り
頼
む
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
聖
書
を
読
み
、
考
え
る
人
間
の
要
素

が
入
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。

　

そ
こ
で
聖
書
の
読
み
方
を
変
え
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
た
。
そ
れ
が
文
学
と
し
て
聖
書
を
読
む
と
い
う
方
法
で
あ
る
。
聖
書
は
も
と
も
と

言
語
に
よ
っ
て
成
立
し
て
い
る
。
言
語
の
表
現
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
文
学
と
し
て
の
聖
書
の
読
み
方
は
変
わ
っ
て
く
る
。
文
学
と
は
な

に
か
。
言
語
に
よ
る
芸
術
を
文
学
と
い
う
。
芸
術
と
は
な
に
か
。
芸
術
と
は
人
間
の
美
の
表
現
を
い
う
。
美
と
は
な
に
か
。
人
間
の
快
楽

の
み
で
は
な
い
。
苦
難
を
超
え
る
こ
と
で
も
あ
る
。
苦
難
を
体
験
し
、超
克
し
よ
う
と
す
る
こ
と
か
ら
で
も
美
、芸
術
、文
学
は
生
ま
れ
る
。

　

人
生
に
お
け
る
最
も
大
い
な
る
問
題
は
死
で
あ
る
。
教
義
学
や
聖
書
学
は
人
間
の
死
を
最
終
的
に
は
否
定
し
て
、
不
死
や
復
活
や
新
生

に
変
え
て
き
た
。
し
か
し
文
学
は
死
を「
死
ぬ
ま
で
生
き
る
こ
と
」と
し
て
肯
定
す
る
。
イ
エ
ス
は
最
後
に
死
ぬ
こ
と
に
よ
っ
て
生
を
ま
っ

と
う
し
た
。
死
を
受
け
入
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
生
を
完
成
し
た
。
そ
れ
は
す
べ
て
の
人
間
の
究
極
の
生
き
方
で
あ
る
。
文
学
と
し
て
聖

書
を
読
む
と
き
に
、
イ
エ
ス
の
死
は
み
ご
と
な
終
わ
り
で
あ
る
。
三
十
数
歳
と
い
う
短
い
人
生
で
は
あ
っ
た
が
、
そ
の
生
涯
は
見
る
べ
き

も
の
が
あ
っ
た
。
生
は
長
短
に
よ
ら
な
い
。
そ
の
内
実
が
問
題
で
あ
る
。

　

聖
書
を
す
べ
て
読
む
に
は
、
厖
大
な
時
間
を
要
す
る
。
そ
れ
を
書
き
あ
ら
わ
せ
ば
た
い
へ
ん
な
紙
数
を
費
や
さ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
こ
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で
、
こ
こ
で
は
新
約
聖
書
の
「
マ
タ
イ
伝
福
音
書
」
の
一
部
分
、
五
章
か
ら
七
章
に
わ
た
る
、
い
わ
ゆ
る
「
山
上
の
垂
訓
」
の
み
を
用
い

る
こ
と
に
す
る
。「
山
上
の
垂
訓
」
は
古
来
、
も
っ
と
も
よ
く
読
ま
れ
、
と
く
に
文
学
愛
好
者
に
と
っ
て
注
目
さ
れ
て
き
た
部
分
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
こ
の
部
分
は
多
く
の
解
釈
が
あ
り
、
ま
た
鑑
賞
が
あ
る
。
わ
け
て
も
文
学
的
な
読
解
に
お
い
て
は
、
聖
書
に
関
す
る
多
く
の

言
及
が
な
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
を
全
部
、
参
照
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
こ
で
、
と
く
に
目
に
触
れ
た
も
の
を
参
照
し
な
が
ら
、
表
現

す
る
こ
と
に
し
た
い
。

　
「
マ
タ
イ
伝
福
音
書
」
と
い
う
も
の
が
い
か
な
る
文
章
で
あ
る
か
。
そ
れ
が
い
つ
、
ど
こ
で
、
ど
の
よ
う
な
事
情
で
書
か
れ
た
か
。
そ

の
よ
う
な
こ
と
は
一
切
、
こ
こ
で
は
触
れ
な
い
。
た
だ
「
マ
タ
イ
伝
福
音
書
」
と
い
う
題
名
に
つ
い
て
だ
け
の
べ
て
お
き
た
い
。

　

こ
れ
は
従
来
、よ
く
「
マ
タ
イ
伝
」
と
称
さ
れ
て
き
た
か
ら
で
あ
る
。
お
よ
そ
「
伝
」
と
い
う
言
葉
は
伝
記
を
意
味
す
る
。「
マ
タ
イ
伝
」

と
い
え
ば
、
通
常
は
マ
タ
イ
と
い
う
人
物
の
伝
記
の
こ
と
で
あ
る
。
だ
が
、
こ
れ
は
マ
タ
イ
の
伝
記
で
は
な
く
、
む
し
ろ
イ
エ
ス
の
伝
記

と
も
い
う
べ
き
書
で
あ
る
。
イ
エ
ス
と
い
う
人
物
が
語
っ
た
言
葉
や
行
っ
た
行
為
が
記
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　

だ
か
ら
、こ
の
「
伝
」
は
「
伝
え
た
」
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
原
語
で
あ
る
ギ
リ
シ
ャ
語
で
は"kata"

と
い
う
語
が
用
い
ら
れ
て
お
り
、

こ
れ
は
「
に
よ
る
」
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
だ
か
ら
近
年
の
口
語
訳
で
は
「
マ
タ
イ
に
よ
る
福
音
書
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
な
お
マ
タ
イ

と
い
う
の
は
イ
エ
ス
の
弟
子
で
、
元
収
税
所
、
い
わ
ば
税
務
署
の
メ
ン
バ
ー
で
あ
っ
た
、
と
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
こ
で
「
マ
タ
イ
伝
福
音
書
」
を
用
い
る
の
は
、
大
正
六
年
（
一
九
一
七
年
）
に
邦
訳
さ
れ
、
日
本
聖
書
協
会
か
ら
刊
行
さ
れ
た
文
語

訳
の
書
に
よ
っ
て
い
る
。
こ
の
大
正
訳
は
明
治
時
代
の
訳
よ
り
も
、
あ
る
い
は
の
ち
第
二
次
大
戦
後
の
訳
よ
り
も
、
日
本
語
と
し
て
す
ぐ

れ
た
、
美
し
い
言
葉
で
翻
訳
さ
れ
て
い
る
。

　

原
語
か
ら
み
た
言
葉
の
正
確
さ
か
ら
い
え
ば
、
い
く
つ
か
の
誤
り
が
あ
り
、
そ
の
点
で
は
の
ち
の
口
語
訳
の
ほ
う
が
正
確
度
は
高
い
と

い
え
る
。
し
か
し
聖
書
を
文
学
と
し
て
読
む
に
は
、
こ
の
大
正
六
年
訳
が
最
適
と
い
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
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な
お
「
福
音
」
と
は
「
よ
き
音
信
」
の
意
味
で
、
も
と
古
代
ギ
リ
シ
ャ
で
は
、
た
と
え
ば
戦
勝
を
報
ず
る
使
者
が
告
げ
る
捷
報
な
ど
を

あ
ら
わ
し
た
。
の
ち
イ
エ
ス
が
語
っ
た
言
葉
を
し
あ
わ
せ
を
も
た
ら
す
意
味
で
福
音
と
称
す
る
よ
う
に
な
り
、
キ
リ
ス
ト
教
用
語
と
さ
れ

る
よ
う
に
な
っ
た
。
だ
が
本
来
は
一
般
世
俗
の
言
葉
で
あ
る
。

　

そ
こ
で
、
こ
れ
ら
を
前
提
と
し
て
、
以
後
は
「
マ
タ
イ
伝
福
音
書
」
の
第
五
章
か
ら
第
七
章
に
記
さ
れ
て
い
る
「
山
上
の
垂
訓
」
に
つ

い
て
、
文
学
的
に
解
読
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

　
「
ル
カ
伝
福
音
書
」
に
も
、
こ
れ
と
同
じ
よ
う
な
部
分
が
あ
る
。
こ
の
二
箇
所
は
い
ず
れ
も
イ
エ
ス
が
方
々
で
語
っ
た
言
葉
を
福
音
書

の
編
集
者
が
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。
マ
タ
イ
と
ル
カ
に
共
通
す
る
部
分
が
あ
り
、
通
説
で
はQ

、
す
な
わ
ち"Q

uele"

（
史
料
）
と
称

さ
れ
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
聖
書
学
上
の
問
題
、
そ
れ
も
必
ず
し
も
歴
史
的
に
は
正
確
と
は
い
え
な
い
仮
説
を
論
ず
る
こ
と
は
、
本
稿
の

意
図
で
は
な
い
。

　

ま
ず
イ
エ
ス
は
「
幸さ

い
は
ひ福
な
る
か
な
、心
の
貧
し
き
者
。
天
国
は
そ
の
人
の
も
の
な
り
」
と
言
っ
た
、と
あ
る
。
こ
れ
は
「
ル
カ
伝
福
音
書
」

で
は「
幸さ

い
は
ひ福
な
る
か
な
、貧
し
き
者
よ
、神
の
国
は
汝
ら
有も
の

な
り
」と
な
っ
て
い
る
。
端
的
に「
貧
し
き
者
」で
あ
り
、「
天
国
」で
は
な
く
、「
神

の
国
」
で
あ
る
。
マ
タ
イ
は
そ
れ
を
精
神
化
し
て
「
心
の
」
を
つ
け
加
え
て
お
り
、
ま
た
「
神
」
を
用
い
ず
に
、
神
の
い
る
場
所
と
さ
れ

て
い
る
「
天
国
」
と
し
て
い
る
の
が
特
徴
で
あ
る
。
両
書
と
も
貧
し
い
こ
と
が
幸
福
で
あ
る
と
い
う
逆
説
で
あ
る
。

　

逆
説
と
は
な
に
か
。『
広
辞
苑
』
を
ひ
く
と
、「
一
般
に
真
理
と
認
め
ら
れ
て
い
る
も
の
に
反
す
る
説
。『
貧
し
き
者
は
幸
い
で
あ
る
』

の
類
な
ど
」
と
あ
る
。
こ
れ
に
は
い
さ
さ
か
お
ど
ろ
か
さ
れ
た
。
い
き
な
り
イ
エ
ス
の
言
葉
が
記
さ
れ
て
、
そ
れ
が
逆
説
の
代
名
詞
の
ご

と
く
に
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　

お
よ
そ
イ
エ
ス
の
発
言
は
逆
説
に
満
ち
て
い
る
。
そ
こ
に
イ
エ
ス
が
誤
解
さ
れ
、
あ
る
い
は
的
確
に
真
理
が
把
握
さ
れ
る
ゆ
え
ん
が
あ
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る
。
さ
ら
に
い
う
な
ら
イ
エ
ス
自
体
が
逆
説
的
な
存
在
で
あ
る
。
イ
エ
ス
は
神
で
は
な
い
。
だ
が
神
は
人
間
に
と
っ
て
逆
説
的
な
問
題
性

で
あ
る
。
逆
説
的
な
表
現
で
し
か
あ
ら
わ
せ
な
い
、
な
に
も
の
か
で
あ
る
。
キ
リ
ス
ト
教
の
教
義
学
で
は
逆
説
で
は
な
く
、
イ
エ
ス
を
端

的
に
神
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
誤
り
が
あ
る
。

　

イ
エ
ス
は
、
こ
の
言
葉
を
な
ん
の
思
慮
す
る
と
こ
ろ
な
く
、
端
的
に
語
っ
た
に
違
い
な
い
。
聞
い
た
者
は
驚
い
た
で
あ
ろ
う
。
貧
し
い

こ
と
は
最
も
不
幸
で
あ
る
と
思
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
イ
エ
ス
は
な
ん
の
理
由
も
つ
け
加
え
る
こ
と
な
く
、
ま
た
聞
く
者
が
ど
う
思
う

か
を
考
慮
す
る
こ
と
な
く
語
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
イ
エ
ス
の
発
言
の
特
質
、
い
わ
ゆ
る
論
理
を
超
え
た
表
現
の
本
質
は
こ
こ
に
あ
る
。

　

そ
れ
ゆ
え
に
誤
解
さ
れ
、
反
発
さ
れ
、
い
や
そ
れ
ゆ
え
に
了
解
さ
れ
、
感
銘
さ
れ
る
こ
と
が
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
こ
の
言
葉
を
、
貧
し

い
者
は
そ
れ
を
克
服
し
よ
う
と
努
力
す
る
と
こ
ろ
に
幸
福
が
あ
る
、
と
す
る
解
釈
が
あ
る
が
誤
り
と
い
う
ほ
か
は
な
い
。
そ
こ
に
文
学
的

了
解
と
聖
書
学
的
解
釈
を
わ
か
つ
分
水
嶺
が
あ
る
。

　

な
に
も
貧
し
さ
だ
け
で
は
な
い
。
人
間
は
す
べ
て
多
か
れ
、
少
な
か
れ
、
不
幸
で
あ
る
と
思
っ
て
い
る
。
し
か
し
不
幸
で
あ
る
と
い
う

自
覚
な
く
し
て
幸
福
で
あ
る
と
い
う
も
の
は
あ
り
え
な
い
。
そ
れ
は
人
間
自
体
が
逆
説
的
な
存
在
だ
か
ら
で
あ
る
。

　
「
す
べ
て
幸
福
な
家
庭
は
た
が
い
に
似
か
よ
っ
て
い
る
が
、
不
幸
な
家
庭
は
そ
れ
ぞ
れ
に
不
幸
の
趣
き
を
異
に
し
て
い
る
も
の
で
あ
る（

１
）」

　

ト
ル
ス
ト
イ
の
小
説
『
ア
ン
ナ
・
カ
レ
ー
ニ
ナ
』
の
有
名
な
冒
頭
で
あ
る
。
た
し
か
に
幸
福
な
家
庭
に
は
共
通
点
が
多
く
、
不
幸
な
家

庭
に
は
相
違
点
が
少
な
く
な
い
。
だ
が
、
い
つ
も
す
べ
て
が
幸
福
で
あ
る
と
い
う
家
庭
が
あ
る
だ
ろ
う
か
。
ま
た
つ
ね
に
い
っ
さ
い
が
不

幸
で
あ
る
と
い
う
家
庭
が
あ
る
だ
ろ
う
か
。

　

幸
福
や
不
幸
と
い
う
も
の
は
、
つ
ね
に
一
つ
の
傾
向
で
あ
る
。
あ
る
時
、
そ
れ
も
一
瞬
に
逆
転
す
る
こ
と
が
あ
る
。
い
や
、
む
し
ろ
幸

福
は
不
幸
で
あ
り
、
不
幸
は
幸
福
で
あ
る
と
言
っ
た
ほ
う
が
よ
い
か
も
知
れ
な
い
。
だ
か
ら
、
こ
の
イ
エ
ス
の
言
葉
は
人
生
、
そ
し
て
人

間
存
在
の
機
微
を
つ
い
て
い
る
。
幸
福
と
不
幸
は
人
間
生
活
の
現
実
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
人
間
存
在
の
根
源
の
問
題
性
で
あ
る
か
ら
で
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あ
る
。

　

ま
た
イ
エ
ス
は
「
汝
ら
は
地
の
塩
な
り
」「
汝
ら
は
世
の
光
な
り
」
と
言
っ
た
。
こ
れ
は
ど
う
い
う
意
味
か
。「
地
の
塩
」
と
は
イ
ス
ラ

エ
ル
に
多
く
存
在
す
る
岩
塩
で
あ
る
。
岩
塩
は
精
製
さ
れ
た
塩
で
は
な
く
、
塩
分
を
多
く
含
ん
だ
岩
石
で
あ
る
。
有
用
な
成
分
を
内
部
に

含
ん
で
い
る
が
、
そ
の
外
部
は
無
用
の
存
在
と
い
っ
て
よ
い
。
岩
塩
は
水
に
漬
か
る
と
塩
分
が
抜
け
て
い
く
。
人
間
も
ま
た
そ
の
よ
う
な

存
在
で
あ
る
。

　
「
世
の
光
」
と
は
な
に
か
。
橙
火
は
高
い
所
に
置
か
な
け
れ
ば
、
全
体
を
照
ら
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
橙
火
は
と
も
し
て
下
に
置
く
の

で
は
な
く
、
燈
台
の
上
に
お
く
。
こ
の
よ
う
に
「
汝
ら
の
光
を
人
の
前
に
か
が
や
か
せ
」
と
い
う
。

　

イ
エ
ス
は
人
間
を
根
底
的
に
は
肯
定
す
る
人
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
人
間
の
全
体
を
、
ま
た
外
部
を
よ
し
と
す
る
の
で
は
な
く
、
人
間
の

根
源
、
本
来
の
人
間
性
を
肯
定
し
た
の
で
あ
っ
て
、
現
実
の
人
間
の
す
べ
て
を
よ
し
と
し
た
の
で
は
な
い
。「
地
の
塩
、
世
の
光
」
と
い

う
言
葉
は
、
た
ん
に
塩
、
ま
た
は
光
と
い
う
も
の
で
は
な
く
、
ま
た
塩
の
よ
う
に
、
光
の
よ
う
に
有
用
な
も
の
と
な
れ
と
い
う
こ
と
で
も

な
く
、
人
間
は
否
定
を
含
ん
だ
肯
定
で
あ
る
こ
と
を
自
覚
せ
よ
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
か
。

　

つ
づ
い
て
記
さ
れ
て
い
る
「
わ
れ
律
法
ま
た
預
言
者
を
毀
つ
た
め
に
来
れ
り
と
思
ふ
な
。
毀
た
ん
と
て
来
れ
り
と
思
ふ
な
。
毀
た
ん
と

て
来
ら
ず
、
反
つ
て
成
就
せ
ん
為
な
り
」
は
イ
エ
ス
が
人
間
を
生
か
す
と
い
う
ヘ
ブ
ラ
イ
ズ
ム
の
本
来
の
精
神
を
受
け
つ
い
で
い
る
こ
と

の
表
明
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
。
さ
ら
に
「
我
な
ん
ぢ
ら
に
告
ぐ
、
汝
ら
の
義
、
学
者
・
パ
リ
サ
イ
人
に
勝
ら
ず
ば
、
天
国
に
入
る
こ
と

能
は
ず
」
と
い
う
言
葉
に
は
、
学
者
や
宗
教
者
を
超
え
て
生
き
よ
う
と
す
る
決
意
が
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
さ
き
に
あ
げ
た
「
汝
ら
は
地
の
塩
な
り
」
に
つ
い
て
、
か
つ
て
中
村
草
田
男
は
「
勇
気
こ
そ
地
の
塩
な
れ
や
梅
真
白
」
と

い
う
俳
句
を
詠
ん
だ
。
だ
が
、
こ
の
句
の
意
味
は
誤
解
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
多
い
。

　

草
田
男
の
弟
子
で
あ
っ
た
宮
脇
白
夜
の
著
『
中
村
草
田
男
論（

２
）』
に
よ
る
と
、こ
の
句
の
「
地
の
塩
」
と
い
う
言
葉
は
「
マ
タ
イ
伝
福
音
書
」
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第
五
章
を
引
用
し
た
も
の
で
は
な
い
。
と
い
う
の
は
「
勇
気
こ
そ
地
の
塩
な
れ
や
」
と
あ
る
が
、「
勇
気
」
と
い
う
言
葉
は
聖
書
に
は
な
い
。

戦
後
の
口
語
訳
聖
書
に
は
「
ヨ
ハ
ネ
に
よ
る
福
音
書
」
第
三
章
に
、「
勇
気
を
出
し
な
さ
い
。
わ
た
し
は
す
で
に
こ
の
世
に
勝
っ
て
い
る
」

と
あ
る
が
、草
田
男
が
当
時
、用
い
た
戦
前
の
文
語
訳
聖
書
に
よ
る
と
、「
さ
れ
ど
雄
々
し
か
れ
。
我
す
で
に
世
に
勝
て
り
」と
な
っ
て
い
る
。

む
し
ろ
草
田
男
が
愛
読
し
て
い
た
フ
リ
ー
ド
リ
ッ
ヒ
・
ニ
イ
チ
エ
の
『
ツ
ア
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
か
く
語
り
き
』
に
は
「
勇
気
」
と
い
う
語
は

し
ば
し
ば
用
い
ら
れ
て
い
る
。
草
田
男
は
「
地
の
塩
」
を
イ
エ
ス
の
言
葉
と
し
て
で
は
な
く
、
む
し
ろ
ニ
イ
チ
エ
を
指
す
語
と
し
て
用
い

て
、
結
語
の
「
梅
真
白
」
の
白
さ
を
地
の
塩
と
照
応
さ
せ
て
い
る
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

　

こ
の
俳
句
は
草
田
男
の
代
表
句
と
も
さ
れ
て
、
墓
碑
に
も
刻
ま
れ
て
い
る
。
草
田
男
は
生
前
、
信
仰
を
告
白
し
て
洗
礼
を
受
け
る
こ
と

を
し
な
か
っ
た
。
妻
と
娘
達
は
カ
ト
リ
ッ
ク
教
徒
で
あ
り
、
草
田
男
も
晩
年
、
キ
リ
ス
ト
教
に
接
近
し
た
け
れ
ど
、
病
気
の
た
め
意
識
不

明
と
な
り
、
娘
達
が
神
父
に
頼
ん
で
洗
礼
を
授
け
て
も
ら
っ
た
、
と
い
う
の
が
真
相
で
あ
る
。

　

宮
脇
白
夜
の
説
は
、
こ
の
句
の
由
来
を
正
確
に
の
べ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
が
、
宮
脇
も
こ
の
句
が
詠
ま
れ
て
以
後
四
十
年
の
感
懐
と
し

て
、
い
ま
で
は
勇
気
と
地
の
塩
と
白
梅
は
ふ
し
ぎ
に
一
体
化
し
て
受
け
と
れ
る
と
い
う
言
葉
を
自
著
の
最
後
に
記
し
て
い
る
。
そ
れ
は
こ

の
句
を
宗
教
論
と
し
て
受
け
と
る
と
い
う
の
で
は
な
く
、「
文
学
」
と
し
て
味
は
う
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
聖
書
を
文
学
と
し

て
読
む
こ
と
の
一
例
と
い
っ
て
も
よ
い
。

　

続
い
て
「
わ
れ
律お

き
て法
ま
た
預
言
書
を
毀
つ
た
め
に
来
れ
り
と
思
ふ
な
。
毀
た
ん
と
て
来
ら
ず
。
反
っ
て
成
就
せ
ん
為
な
り
」
と
い
う
言

葉
が
書
か
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
「
マ
タ
イ
伝
福
音
書
」
の
み
に
あ
る
語
で
あ
り
、
こ
れ
も
ま
た
一
つ
の
逆
説
で
あ
る
。
イ
エ
ス
は
か
つ
て

の
預
言
書
と
、
の
ち
の
パ
リ
サ
イ
人
と
を
明
確
に
区
別
し
て
い
た
。
こ
の
言
葉
の
あ
と
に
、「
我
な
ん
ぢ
ら
に
告
ぐ
、
汝
ら
の
義
、
学
者
・

パ
リ
サ
イ
人
に
勝
ら
ず
ば
、
天
国
に
入
る
こ
と
能
は
ず
」
と
言
っ
た
と
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
イ
エ
ス
は
ユ
ダ
ヤ
教
本
来
の
律ト

ー
ラ
ー法
を
肯
定
し
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て
い
た
と
い
っ
て
よ
い
。

　

し
か
し
、
そ
れ
が
時
代
が
た
つ
に
つ
れ
て
律
法
主
義
に
な
っ
て
、
そ
の
精
神
が
失
わ
れ
て
い
っ
た
こ
と
に
対
し
、
大
い
な
る
憤
り
を
覚

え
て
い
た
の
で
あ
る
。
律
法
を
成
就
す
る
と
は
、
本
来
の
律
法
の
も
つ
方
向
性
を
明
確
に
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
が
時
代
が
た

つ
に
従
っ
て
、
パ
リ
サ
イ
人
た
ち
の
律
法
主
義
と
な
っ
た
こ
と
に
憤
激
し
た
の
で
あ
る
。
す
べ
て
当
初
の
精
神
は
正
し
く
、
よ
き
も
の
で

あ
っ
て
も
、
た
え
ず
改
革
し
て
い
か
な
け
れ
ば
、
そ
の
精
神
は
失
わ
れ
て
い
く
。
イ
エ
ス
の
精
神
も
、
の
ち
の
時
代
に
キ
リ
ス
ト
教
と
さ

れ
て
堕
落
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
。

　

さ
ら
に
第
五
章
の
後
半
に
は
、
よ
く
知
ら
れ
た
言
葉
が
記
さ
れ
て
い
る
。「『
姦
淫
す
る
な
か
れ
』
と
云
へ
る
こ
と
あ
る
を
、
汝
等
き
け

り
。
さ
れ
ど
我
は
汝
ら
に
告
ぐ
、
す
べ
て
色
情
を
懐
き
て
女
を
見
る
も
の
は
、
既
に
心
の
う
ち
姦
淫
し
た
る
な
り
」

　

ト
ル
ス
ト
イ
は
『
要
約
聖
書
』
の
な
か
で
、
こ
れ
は
自
分
に
は
と
て
も
守
る
こ
と
の
で
き
な
い
厳
し
い
言
葉
で
あ
る
が
、
天
上
の
星
の

よ
う
に
尊
い
教
訓
で
あ
る
、
と
い
っ
た
趣
旨
の
こ
と
を
の
べ
て
い
る
。
は
た
し
て
、
こ
れ
は
そ
う
い
う
教
え
だ
ろ
う
か
。
往
時
の
ユ
ダ
ヤ

社
会
で
の
姦
淫
は
有
夫
の
女
と
通
ず
る
こ
と
を
い
う
の
で
あ
っ
て
、
そ
う
で
は
な
い
女
性
と
の
交
情
は
姦
淫
に
該
当
し
な
い
と
さ
れ
て
い

た
。
は
た
し
て
イ
エ
ス
自
身
、
こ
の
よ
う
な
色
情
を
抱
い
た
こ
と
は
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

　

そ
う
で
は
あ
る
ま
い
。
す
べ
て
の
男
性
は
多
か
れ
少
な
か
れ
、
女
性
に
対
し
て
こ
の
よ
う
な
思
い
を
持
っ
て
い
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な

い
。
続
い
て
「
も
し
右
の
目
な
ん
ぢ
ら
を
躓
か
せ
ば
、
抉く

じ

り
出
し
て
棄
て
よ
、
五
体
の
一
つ
亡
び
て
、
全
身
ゲ
ヘ
ナ
に
往
か
ぬ
は
益
な
り
」

と
あ
る
。
ゲ
ヘ
ナ
は
地
獄
で
あ
る
。
そ
れ
な
ら
イ
エ
ス
を
含
め
て
、
す
べ
て
の
男
性
は
地
獄
に
投
じ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

　
「
ヨ
ハ
ネ
伝
福
音
書
」
第
八
章
に
は
、
姦
淫
の
現
行
犯
と
し
て
捉
え
ら
れ
た
女
性
に
対
し
て
、
イ
エ
ス
は
周
囲
の
男
た
ち
に
「
な
ん
ぢ

ら
の
中う

ち

罪
な
き
者
ま
づ
石
を
擲な
げ
うて
」
と
言
っ
た
と
こ
ろ
、
だ
れ
も
石
を
投
げ
な
か
っ
た
。
イ
エ
ス
も
、
そ
の
女
に
対
し
て
「
わ
れ
も
汝
を

罪
せ
じ
」
と
言
っ
た
と
あ
る
。
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一
九
四
五
年
十
二
月
に
ナ
イ
ル
川
中
流
の
ナ
グ
ハ
マ
デ
ィ
で
発
見
さ
れ
た
「
ナ
グ
ハ
マ
デ
ィ
文
書
」
と
い
う
グ
ノ
ー
シ
ス
関
係
の
文
書

が
あ
る
。
そ
の
中
に
「
フ
ィ
リ
ポ
に
よ
る
福
音
書
」
が
あ
り
、そ
の
五
六
に
「
主
は
マ
リ
ヤ
を
す
べ
て
の
弟
子
た
ち
よ
り
も
愛
し
て
い
た
。

そ
し
て
彼
は
彼
女
の
口
に
し
ば
し
ば
接
吻
し
た（

３
）」
と
い
っ
た
記
事
が
あ
る
。
こ
の
マ
リ
ヤ
は
マ
グ
ダ
ラ
の
マ
リ
ヤ
で
あ
る
。
こ
れ
が
事
実

で
あ
る
と
す
れ
ば
、
イ
エ
ス
も
ま
た
女
性
と
の
関
係
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
こ
の
よ
う
な
問
題
に
関
し
て
、
こ
う
い
う
短
歌
が
詠
ま
れ
て
い
る
。
医
師
で
あ
り
、
歌
人
で
あ
っ
た
上
田
三
四
二
の
歌
集

『
雉
』
所
収
の
一
首
で
あ
る
。「
姦
淫
を
今
日
十
た
び
せ
り
沈
鬱
に
街
ゆ
け
ば
マ
タ
イ
伝
第
五
章（

４
）」。
福
音
書
の
言
葉
を
文
字
通
り
に
解
す

れ
ば
、
男
が
街
を
歩
く
と
毎
日
、
十
回
は
姦
淫
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
、
と
い
う
聖
書
へ
の
皮
肉
で
あ
る
。
上
田
は
本
来
、
そ
の
よ
う
な

強
烈
な
語
を
用
い
る
人
で
は
な
い
か
ら
、
こ
こ
で
も
「
沈
鬱
に
」
と
言
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
鋭
い
キ
リ
ス
ト
教
へ
の
批
判
と
い
う
べ
き

で
あ
ろ
う
。

　

お
お
よ
そ
文
学
は
つ
ね
に
宗
教
の
不
当
な
倫
理
主
義
に
反
対
し
て
き
た
、
そ
の
一
例
と
い
っ
て
よ
い
。
イ
エ
ス
は
そ
の
よ
う
な
宗
教
の

徒
で
は
な
い
こ
と
は
福
音
書
を
よ
く
読
め
ば
明
瞭
で
あ
ろ
う
。
イ
エ
ス
に
お
け
る
宗
教
性
の
倫
理
は
逆
説
と
い
う
ほ
か
は
な
い
。

　
「『
な
ん
ぢ
の
隣
を
愛
し
、
な
ん
ぢ
の
仇
を
憎
む
べ
し
』
と
云
へ
る
こ
と
あ
る
を
汝
等
き
け
り
」
と
、「
マ
タ
イ
伝
福
音
書
」
第
五
章
の

終
り
の
方
に
こ
う
記
さ
れ
て
い
る
。
だ
が
、
こ
の
「
な
ん
ぢ
の
仇
を
憎
む
べ
し
」
は
旧
約
聖
書
の
ど
こ
に
も
記
さ
れ
て
い
な
い
。

　

こ
の
言
葉
は
ど
こ
か
ら
来
た
の
か
。
一
九
四
七
年
の
夏
、
死
海
の
北
西
岸
、
ク
ム
ラ
ン
で
洞
窟
に
逃
げ
こ
ん
だ
羊
に
少
年
が
石
を
投
げ

た
と
こ
ろ
、
石
は
羊
に
当
た
ら
ず
、
そ
こ
に
あ
っ
た
瓶
に
当
た
っ
て
瓶
は
こ
わ
れ
た
。
そ
の
中
に
は
、
多
く
の
古
代
文
書
が
入
っ
て
い
た
。

　
「
死
海
文
書
」
の
発
見
で
あ
る
。
の
ち
の
研
究
に
よ
る
と
、
多
く
は
旧
約
聖
書
の
写
本
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
中
に
エ
ツ
セ
ネ
派
と
い
う

ユ
ダ
ヤ
教
の
一
派
が
用
い
て
い
た
「
宗
規
要
覧
」
と
い
う
文
書
が
入
っ
て
い
た
。
そ
の
中
に
、
こ
の
言
葉
が
記
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

そ
こ
に
は
「
彼
が
モ
ー
セ
と
自
分
の
僕し

も
べで
あ
る
預
言
者
た
ち
、
す
べ
て
を
通
し
て
命
じ
た
よ
う
に
、
彼
の
選
ん
だ
者
を
み
な
愛
し
、
彼
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の
斥
け
た
も
の
を
み
な
憎
む
こ
と
」
と
あ
る
。「
彼
」
と
は
神
で
あ
る
。

　

こ
の
「
敵
を
憎
め
」
と
い
っ
た
教
え
に
対
し
、
イ
エ
ス
は
「
さ
れ
ど
我
は
汝
ら
に
告
ぐ
、
汝
ら
の
仇
を
愛
し
、
汝
ら
を
責
む
る
者
の
た

め
に
祈
れ
」
と
言
っ
た
の
で
あ
る
。「
敵
を
愛
せ
よ
」
と
い
う
の
は
、
だ
れ
も
言
っ
た
こ
と
の
な
い
、
ま
さ
に
画
期
的
な
発
言
で
あ
る
。

　

そ
の
あ
と
、「
天
の
父
は
、
そ
の
日
を
悪
し
き
者
の
う
へ
に
も
善
き
者
の
う
へ
に
も
昇
ら
せ
、
雨
を
正
し
き
者
に
も
正
し
か
ら
ぬ
者
に

も
降
ら
せ
給
ふ
な
り
」
と
あ
る
。
ま
さ
に
善
悪
を
問
う
こ
と
な
く
、
そ
れ
を
超
え
る
発
言
で
あ
る
。
の
ち
日
本
の
仏
教
徒
で
あ
っ
た
親
鸞

が
「
善
人
な
ほ
も
て
往
生
を
と
ぐ
い
は
ん
や
悪
人
を
や
」
と
言
っ
た
と
『
歎
異
抄
』
に
あ
る
が
、
ま
さ
に
道
徳
を
超
え
る
宗
教
精
神
と
い

う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　

自
然
の
現
象
は
人
間
の
善
悪
を
超
え
て
い
る
。
イ
エ
ス
は
善
悪
の
道
徳
に
左
右
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
自
然
現
象
の
ご
と
く
、
太
陽
を
善

き
者
に
も
悪
し
き
者
に
も
昇
ら
せ
、雨
を
正
し
き
者
に
も
正
し
か
ら
ぬ
者
に
も
降
ら
せ
よ
、と
い
う
。「
汝
の
隣
を
愛
し
、汝
の
仇
を
憎
め
」

と
い
う
の
は
、
こ
の
世
の
律
に
過
ぎ
な
い
。
そ
れ
を
超
え
た
境
地
に
新
し
い
世
界
が
開
け
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

　

わ
れ
わ
れ
の
社
会
規
範
に
お
い
て
は
善
と
悪
と
は
定
つ
て
い
る
。
し
か
し
、
イ
エ
ス
は
そ
れ
を
根
底
か
ら
打
破
る
こ
と
を
す
す
め
る
。

そ
れ
は
そ
の
時
代
の
社
会
規
範
が
誤
っ
て
い
る
と
見
た
か
ら
で
あ
る
。
イ
エ
ス
は
そ
の
新
し
い
モ
ラ
ル
を
人
間
の
規
範
に
求
め
る
の
で
は

な
く
、
天
上
の
法
則
に
求
め
る
。
天
上
の
法
則
と
い
う
の
は
、
い
わ
ゆ
る
「
神
の
掟
」
で
は
な
い
。
他
に
言
い
よ
う
が
な
い
か
ら
、
あ
え

て
「
天
の
父
」
を
持
ち
だ
し
た
の
で
あ
る
。

　

イ
エ
ス
の
い
う
「
天
の
父
」
と
は
、
当
時
の
人
間
の
モ
ラ
ル
、
律
法
を
超
え
た
も
の
を
い
う
た
め
の
、
や
む
を
得
ぬ
表
現
で
あ
っ
た
。

イ
エ
ス
に
と
っ
て
「
神
」
や
「
父
」
は
現
実
の
存
在
で
は
な
か
っ
た
。
人
間
の
善
悪
を
超
え
た
も
の
と
い
う
こ
と
の
表
現
で
あ
っ
た
。

　

お
よ
そ
「
宗
教
」
と
い
う
も
の
は
、
そ
の
よ
う
な
無
形
の
も
の
の
、
や
む
を
得
ぬ
表
象
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
前
五
世
紀
に
ブ
ッ
ダ
と

い
う
人
物
が
い
た
。
中
村
元
の
『
ゴ
ー
タ
マ
・
ブ
ッ
ダ（

５
）』
に
よ
れ
ば
、
ブ
ッ
ダ
は
生
後
間
も
な
く
母
親
が
亡
く
な
り
、
そ
の
こ
と
が
の
ち
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に
人
生
の
生
老
病
死
と
い
う
苦
悩
を
自
覚
す
る
に
至
る
。
そ
し
て
青
年
期
に
バ
ラ
モ
ン
教
に
入
ろ
う
と
し
て
六
年
間
、
難
行
を
続
け
た
が

救
い
が
得
ら
れ
な
い
。
そ
こ
で
ひ
と
り
瞑
想
を
行
い
、
本
来
の
自
己
に
目
覚
め
た
と
い
う
。
そ
こ
か
ら
遊
行
を
し
つ
つ
、
自
ら
の
悟
り
を

人
々
に
説
い
た
の
で
あ
る
。

　

イ
エ
ス
も
ま
た
、
一
日
の
苦
労
を
重
ね
つ
つ
そ
の
日
を
生
き
た
。
ブ
ッ
ダ
と
イ
エ
ス
は
数
世
紀
を
へ
だ
て
な
が
ら
遊
行
の
旅
を
続
け
た

こ
と
に
お
い
て
ひ
と
し
い
。
と
も
に
空
の
鳥
、
野
の
花
の
ご
と
く
、
自
然
に
養
わ
れ
つ
つ
歩
ん
だ
日
々
で
あ
っ
た
。
そ
の
経
過
の
長
短
は

あ
る
と
し
て
も
、
さ
ま
ざ
ま
な
人
に
出
会
い
、
少
数
の
弟
子
た
ち
と
共
に
す
ご
し
た
。
ま
さ
に
遊
行
の
旅
で
あ
っ
た
。

　

貧
者
に
会
え
ば
「
貧
し
き
者
は
幸
い
な
り
」
と
言
い
、
盲
人
に
は
「
眼
が
見
え
な
く
て
も
人
間
と
し
て
生
き
て
ゆ
け
る
」
と
励
ま
し
、

葬
列
に
出
会
え
ば
「
人
間
は
い
ず
れ
死
ぬ
の
だ
か
ら
、
い
つ
死
ん
で
も
よ
い
」
と
で
も
言
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
盲
人
の
眼
を
開
き
、
死

者
を
よ
み
が
え
ら
せ
た
と
い
う
の
は
事
実
で
は
な
い
。

　

夏
目
漱
石
が
ま
だ
東
京
高
師
の
英
語
教
師
で
あ
っ
た
明
治
二
十
六
年
（
一
八
九
三
年
）、
神
経
衰
弱
に
な
り
、
鎌
倉
円
覚
寺
に
釈
宗
演

を
訪
ね
て
参
禅
し
た
が
、
悟
り
を
得
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
そ
の
体
験
を
の
ち
明
治
四
十
三
年
（
一
九
一
〇
年
）、
小
説
『
門
』
に

描
い
て
い
る
。
文
中
、
老
師
は
「
父
母
未
生
以
前
、
本
来
の
自
己
の
面
目
は
な
に
か
」
と
い
う
考
案
を
出
し
た
。
坐
禅
の
の
ち
考
え
た
答

を
出
す
と
、「
も
っ
と
、
ぎ
ろ
り
と
し
た
所
を
持
つ
て
来
な
け
れ
ば
駄
目
だ
」「
其
位
の
事
は
少
し
学
問
を
し
た
も
の
な
ら
誰
で
も
云
へ
る
」

と
言
わ
れ
た
。

　

そ
れ
か
ら
二
十
余
年
後
の
大
正
五
年
（
一
九
一
六
年
）、
漱
石
は
二
人
の
若
い
禅
僧
と
手
紙
を
交
わ
す
こ
と
に
な
る
。
そ
の
一
人
、
富

澤
敬
道
に
宛
て
た
一
節
、「
変
な
事
を
い
ひ
ま
す
が
私
は
五
十
に
な
つ
て
初
め
て
道
に
志
す
事
に
気
の
つ
い
た
愚
物
で
す
。
其
道
が
い
つ

手
に
入
る
だ
ろ
う
と
考
へ
る
と
大
変
な
距
離
が
あ
る
や
う
に
思
は
れ
て
吃
驚
し
て
ゐ
ま
す
。
あ
な
た
方
は
私
に
は
能
く
解
ら
な
い
禅
の
専
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門
家
で
す
か
ら
矢
張
り
道
の
修
行
に
於
て
骨
を
折
つ
て
ゐ
る
の
だ
か
ら
五
十
迄
愚
図
々
々
し
て
ゐ
た
私
よ
り
ど
ん
な
に
幸
運
か
知
れ
ま
せ

ん（
６
）」。

　

た
し
か
に
漱
石
は
門
を
叩
い
た
。
そ
れ
が
い
つ
開
か
れ
た
か
、
ど
う
か
は
わ
か
ら
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
手
紙
は
、
さ
き
の
『
門
』
の

結
末
と
漱
石
最
晩
年
の
解
脱
の
心
境
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
ま
た
そ
れ
が
最
後
に
弟
子
達
に
し
き
り
に
語
っ
た
と
い
う
「
則
天

去
私
」
に
つ
な
が
る
の
か
、
ど
う
か
で
あ
る
。

　

だ
が
そ
れ
は
ま
た
、
宮
澤
賢
治
が
晩
年
に
「
農
民
芸
術
概
論
綱
要
」
に
記
し
た
「
求
道
す
で
に
道
で
あ
る
」。
道
を
求
め
る
こ
と
は
す

で
に
本
来
の
道
を
歩
ん
で
い
る
、
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

第
七
章
に
は
さ
ら
に
「
狭
き
門
よ
り
入
れ
。
滅
び
に
い
た
る
門
は
大
き
く
、
そ
の
路
は
広
く
、
之
よ
り
入
る
者
お
ほ
し
。
生
命
に
い
た

る
門
は
狭
く
、
そ
の
路
は
細
く
、
之
を
見
出
す
者
す
く
な
し
」
と
あ
る
。

　

こ
の
言
葉
を
も
と
に
し
て
著
わ
さ
れ
た
文
学
は
い
う
ま
で
も
な
く
、
ア
ン
ド
レ
・
ジ
イ
ド
の
小
説
『
狭
き
門
』
で
あ
る
。
ジ
イ
ド
に
は

道
徳
と
反
道
徳
、信
と
不
信
と
い
う
よ
う
に
矛
盾
し
な
が
ら
関
連
す
る
思
想
が
あ
り
、そ
れ
が
一
方
で
は
『
狭
き
門
』
や
『
田
園
交
響
楽
』、

他
方
は
『
背
徳
者
』
や
『
法
王
庁
の
抜
穴
』
な
ど
と
い
っ
た
信
と
不
信
の
作
品
に
著
わ
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
『
狭
き
門
』
の
焦
点
と
も
い

う
べ
き
部
分
は
つ
ぎ
の
一
節
で
あ
ろ
う
。

　
「
主
よ
！
ジ
ェ
ロ
ー
ム
と
私
と
、
手
を
携
え
、
互
に
助
け
合
っ
て
、
主
の
御
許
へ
進
む
こ
と
が
で
き
ま
す
よ
う
に
。
人
生
の
旅
を
、
二

人
の
巡
礼
の
よ
う
に
、
一
人
が
『
疲
れ
た
ら
私
に
お
す
が
り
』
と
言
え
ば
『
君
が
そ
ば
に
い
て
く
れ
れ
ば
そ
れ
で
た
く
さ
ん
』
と
他
が
答

え
な
が
ら
進
む
こ
と
が
で
き
ま
す
よ
う
に
。
い
え
、
い
え
、
主
よ
、
あ
な
た
の
示
し
給
う
路
は
狭
い
の
で
す
。
︱
︱
二
人
並
ん
で
進
む
こ

と
が
で
き
な
い
程
狭
い
の
で
す（

７
）」

　

お
よ
そ
信
仰
と
は
人
間
に
と
っ
て
個
人
、
と
い
う
よ
り
は
主
体
、
あ
る
い
は
実
存
と
い
う
問
題
で
あ
る
こ
と
を
現
わ
し
て
い
る
。
二
人
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そ
ろ
っ
て
歩
む
と
い
う
問
題
で
は
な
い
。
一
人
、
主
体
と
し
て
歩
む
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
が
広
き
門
で
は
な
く
、
狭
き
門
で

あ
り
、
狭
く
細
い
道
と
し
て
示
さ
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

　

し
か
し
、
こ
の
『
狭
き
門
』
は
ジ
イ
ド
の
一
面
を
示
す
作
品
で
あ
っ
て
、
他
の
一
面
に
お
い
て
は
非
キ
リ
ス
ト
教
的
、
あ
る
い
は
反
信

仰
的
な
文
学
を
表
現
し
た
の
が
ジ
イ
ド
で
あ
る
。
非
キ
リ
ス
ト
教
的
な
『
法
王
庁
の
抜
穴
』
で
は
列
車
の
昇
降
口
に
立
っ
て
い
た
ラ
フ
カ

デ
ィ
オ
が
、
傍
に
い
た
見
知
ら
ぬ
男
を
、
今
か
ら
十
数
え
る
間
に
草
原
に
野
火
が
見
え
た
ら
、
車
外
に
突
き
落
と
そ
う
と
決
意
す
る
。
そ

し
て
一
、二
、三
…
…
と
ゆ
っ
く
り
数
え
る
間
に
、
野
火
が
見
え
た
。
ラ
フ
カ
デ
ィ
オ
は
た
ち
ま
ち
傍
ら
の
男
を
突
き
落
と
す
。
ま
さ
に
理

由
な
き
殺
人
、そ
し
て
無
償
の
行
為
で
あ
る
。
こ
の
小
説
は
ア
ル
ベ
ー
ル
・
カ
ミ
ユ
の
『
異
邦
人
』
な
ど
、の
ち
の
「
不
条
理
の
文
学
」
に
、

大
き
な
影
響
を
与
え
た
。

　

ジ
イ
ド
は
こ
ん
な
こ
と
を
言
っ
て
い
る
。「
キ
リ
ス
ト
の
言
葉
は
あ
ら
ゆ
る
人
間
の
言
葉
よ
り
も
光
耀
に
み
ち
て
い
る
」「
キ
リ
ス
ト
教

徒
と
な
る
た
め
に
は
そ
う
思
う
だ
け
で
は
不
十
分
で
あ
ろ
う
。
そ
の
う
え
さ
ら
に
、
信
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
私

は
信
じ
な
い
。
こ
う
言
っ
た
と
き
に
、
私
は
あ
な
た
の
兄
弟
と
な
る
の
で
す（

８
）」。

　

ジ
イ
ド
は
非
キ
リ
ス
ト
者
と
し
て
、
イ
エ
ス
を
評
価
し
た
人
物
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
関
係
は
、
む
し
ろ
イ
エ
ス
に
ふ
さ
わ

し
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

　

イ
エ
ス
の
父
親
ヨ
セ
フ
は
大
工
で
あ
り
、
家
具
や
農
器
具
も
作
っ
て
い
た
。
イ
エ
ス
は
し
ば
し
ば
父
の
手
伝
い
を
し
た
と
い
う
。
イ
エ

ス
は
父
に
愛
着
と
敬
意
を
覚
え
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

　
「
ト
マ
ス
に
よ
る
イ
エ
ス
の
幼
時
物
語
」
と
い
う
外
典
が
あ
る
。
外
典
と
は
今
日
、二
十
七
巻
の
『
新
約
聖
書
』
を
正
典
と
し
て
い
る
が
、

そ
の
他
に
あ
る
類
似
の
文
書
で
あ
る
。
し
か
し
、「
正
典
と
は
一
時
代
の
政
治
的
、
宗
教
的
強
者
を
志
向
す
る
教
団
の
立
場
を
代
表
す
る

も
の
で
あ
る
」「
客
観
的
に
確
認
し
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
外
典
を
無
視
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
こ
と
は
言
う
を
ま
た
な
い
」
と
荒
井
献
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は
言
っ
て
い
る（
９
）。
そ
の
第
十
三
章
に
つ
ぎ
の
文
章
が
あ
る
。

　
「
彼
の
父
は
大
工
で
、
そ
の
こ
ろ
は
鋤す

き

や
軛く
び
きを
作
っ
て
い
た
。
あ
る
金
持
か
ら
彼
に
寝
台
を
作
る
よ
う
注
文
が
あ
っ
た
。
し
か
し
一
枚

の
板
が
そ
の
反
対
側
の
板
〔
よ
り
短
く
て
〕、ヨ
セ
フ
が
何
を
し
て
よ
い
か
わ
か
ら
な
い
で
い
る
と
、少
年
イ
エ
ス
が
そ
の
父
親
〔
ヨ
セ
フ
〕

に
言
っ
た
。『
二
枚
の
木
を
下
に
置
い
て
ま
ん
中
か
ら
み
て
一
方
を
同
じ
に
合
わ
せ
て
下
さ
い
』」。

　

そ
れ
で
ヨ
セ
フ
は
少
年
が
言
う
と
お
り
に
し
た
。
す
る
と
少
年
イ
エ
ス
は
ほ
か
の
端
に
立
ち
、
木
を
掴
み
、
そ
れ
を
引
き
延
ば
し
、
他

方
と
同
じ
長
さ
に
し
た
。
そ
の
父
ヨ
セ
フ
は
こ
れ
を
見
て
驚
き
、
子
供
を
抱
い
て
口
づ
け
し
て
言
っ
た
。『
私
は
幸
い
だ
、
神
様
が
こ
ん

な
子
を
わ
た
し
に
下
さ
っ
た
の
だ
か
ら）

（（
（

』」

　

こ
れ
は
イ
エ
ス
の
行
っ
た
奇
蹟
物
語
の
一
つ
に
過
ぎ
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
話
は
ヨ
セ
フ
が
大
工
で
あ
り
、
イ
エ
ス
は
そ
の
手
伝
い
を

し
て
、
ヨ
セ
フ
に
感
謝
さ
れ
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
少
な
く
と
も
ヨ
セ
フ
と
イ
エ
ス
が
仲
良
く
働
い
て
い
た
こ
と
を
あ
ら
わ
し
て
い

る
。

　

の
ち
の
キ
リ
ス
ト
教
で
は
、
イ
エ
ス
と
母
親
の
マ
リ
ヤ
が
親
し
か
っ
た
と
い
わ
れ
、
父
親
の
ヨ
セ
フ
は
ほ
と
ん
ど
問
題
に
さ
れ
て
い
な

い
。
し
か
し
、
事
実
は
逆
で
は
な
い
の
か
。
福
音
書
に
も
マ
リ
ヤ
と
イ
エ
ス
が
親
密
で
あ
っ
た
こ
と
を
の
べ
た
個
所
は
な
い
。
し
か
も
イ

エ
ス
が
母
マ
リ
ヤ
に
対
し
て
、「
わ
が
母
と
は
誰
ぞ
」
と
言
っ
た
と
あ
り
、（
マ
タ
イ
伝
福
音
書
十
二
章
四
十
八
節
）
あ
る
い
は
「
幸
福
な

る
か
な
、
汝
を
宿
し
し
胎
、
な
ん
ぢ
の
哺
ひ
し
乳
房
は
」
と
あ
る
女
に
言
わ
れ
た
時
に
、
イ
エ
ス
は
「
幸
福
な
る
か
な
、
神
の
言
を
聴
き

て
之
を
守
る
人
は
」（
ル
カ
伝
福
音
書
十
一
章
二
十
七
節
ー
二
十
八
節
）
と
応
じ
た
と
だ
け
書
か
れ
て
い
る
。

　

イ
エ
ス
の
父
親
ヨ
セ
フ
は
早
逝
し
た
と
思
わ
れ
る
。
福
音
書
に
も
外
典
に
も
、
途
中
か
ら
登
場
し
な
く
な
る
。
親
し
か
っ
た
父
親
の
早

逝
は
イ
エ
ス
を
嘆
か
さ
せ
た
。
そ
の
た
め
宗
教
心
を
起
こ
し
、
当
時
、
革
新
的
で
あ
っ
た
洗
礼
者
ヨ
ハ
ネ
の
許
に
お
も
む
き
、
洗
礼
を
受

け
た
と
考
え
ら
れ
る
。
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の
ち
四
世
紀
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
キ
リ
ス
ト
教
が
進
出
す
る
に
当
っ
て
、
自
然
宗
教
の
風
土
で
あ
り
、
森
に
恵
ま
れ
て
い
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

は
イ
ス
ラ
エ
ル
の
よ
う
な
遊
牧
文
化
の
風
土
と
は
宗
教
が
異
な
っ
て
い
た
。
そ
こ
で
は
女
性
と
し
て
の
神
を
必
要
と
し
た
た
め
、
や
む
な

く
イ
エ
ス
と
は
親
し
く
な
か
っ
た
母
マ
リ
ヤ
を
あ
え
て
「
神
の
母
」
と
呼
び
、
さ
ら
に
地
中
海
を
渡
る
船
の
守
り
神
と
し
て
マ
リ
ヤ
信
仰

を
つ
く
り
あ
げ
た
。
そ
の
詳
細
に
つ
い
て
は
ジ
ョ
ー
ジ
・
フ
レ
イ
ザ
ー
の
『
金
枝
篇
』
に
詳
し
く
の
べ
ら
れ
て
い
る
。
以
後
、
マ
リ
ヤ
信

仰
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
い
て
誇
大
に
宣
伝
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　

続
い
て
第
七
章
に
は
『
偽
預
言
者
に
心
せ
よ
、
羊
の
扮よ

そ
ほ
ひ装
し
て
来
れ
ど
も
内
は
奪
い
掠
む
る
豺
狼
な
り
』
と
あ
る
。
当
時
す
で
に
羊
の

よ
そ
ほ
い
、
す
な
わ
ち
善
良
な
風
貌
を
し
た
人
間
が
裡
に
悪
心
を
抱
い
て
接
近
し
て
く
る
と
い
う
こ
と
が
あ
っ
た
。
こ
れ
は
多
く
の
文
学

の
題
材
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
文
学
の
テ
ー
マ
で
あ
っ
て
、
文
学
者
は
そ
の
こ
と
を
、
む
し
ろ
描
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
を
止
揚

し
て
い
る
。
極
悪
非
道
の
作
品
が
善
良
な
人
物
に
よ
っ
て
つ
く
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。

　

た
と
え
ば
ア
ル
ベ
ー
ル
・
カ
ミ
ユ
の
『
異
邦
人
』
で
あ
る
。
主
人
公
ム
ル
ソ
ー
は
母
親
が
死
ん
だ
の
が
今
日
な
の
か
、
昨
日
な
の
か
も

知
ら
な
い
。
そ
れ
で
も
亡
く
な
っ
た
母
の
と
こ
ろ
へ
行
き
、
そ
の
か
た
わ
ら
で
カ
フ
ェ
・
オ
ー
レ
を
飲
む
。
そ
れ
は
フ
ラ
ン
ス
で
は
死
者

の
傍
ら
で
飲
む
こ
と
は
禁
じ
ら
れ
て
い
る
。葬
儀
の
翌
日
、女
友
達
と
海
岸
を
歩
い
て
い
て
、向
か
う
か
ら
来
た
見
知
ら
ぬ
ア
ラ
ビ
ア
人
を
、

持
っ
て
い
た
ピ
ス
ト
ル
で
撃
つ
。相
手
は
倒
れ
、さ
ら
に
数
発
を
撃
ち
こ
む
。た
ち
ま
ち
捕
え
ら
れ
る
が
、「
太
陽
が
ま
ぶ
し
か
っ
た
か
ら
だ
」

と
答
え
る
。
訪
れ
た
教
晦
師
が
悔
改
め
を
迫
る
と
、
そ
の
男
の
襟
髪
を
つ
か
ん
で
ほ
う
り
出
す
。
処
刑
の
前
夜
、
母
を
思
い
出
す
が
、
そ

れ
で
も
で
き
る
だ
け
多
く
の
人
が
来
て
、
罵
声
を
あ
げ
て
く
れ
る
く
れ
る
こ
と
を
望
む
、
と
い
う
。

　

す
さ
ま
じ
い
作
品
で
あ
る
。
し
か
も
カ
ミ
ユ
は
こ
の
ム
ル
ソ
ー
の
原
型
は
イ
エ
ス
で
あ
る
と
い
う
。
な
ん
と
な
れ
ば「
自
分
に
正
直
で
、

一
切
の
行
為
を
説
明
せ
ず
、
社
会
の
名
に
お
い
て
殺
さ
れ
た
。
ム
ル
ソ
ー
は
わ
れ
わ
れ
が
な
り
う
る
イ
エ
ス
の
姿
で
あ
る）

（（
（

」
と
。
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こ
れ
は
現
代
の
文
学
で
あ
る
。「
マ
タ
イ
伝
福
音
書
」
は
「
偽
預
言
者
に
心
せ
よ
」
と
言
っ
た
あ
と
、「
我
に
対
い
て
主
よ
、
主
よ
と
い

ふ
者
、
こ
と
ご
と
く
は
天
国
に
入
ら
ず
、
た
だ
天
に
い
ま
す
我
が
父
の
御
意
を
お
こ
な
ふ
者
の
み
、
之
に
入
る
べ
し
」
と
い
う
。
さ
き
に

文
学
と
は
言
語
に
よ
る
表
現
の
芸
術
で
あ
る
と
言
っ
た
が
、
そ
れ
は
文
学
の
表
層
で
あ
っ
て
、
深
層
に
お
い
て
は
表
現
の
基
底
に
あ
る
人

間
の
あ
り
か
た
が
重
要
な
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
い
う
「
父
の
御
意
を
お
こ
な
ふ
者
」
と
は
人
間
の
あ
る
べ
き
、
ま
た
な
す
べ
き
行
為
を
自

ら
意
見
す
る
者
と
い
っ
て
よ
い
。

　
「
主
よ
、
主
よ
」
と
い
う
だ
け
で
、
あ
る
べ
き
、
な
す
べ
き
こ
と
を
行
わ
な
い
の
は
、
表
現
の
み
の
あ
り
か
た
で
あ
る
。「
父
の
御
意
」

と
は
な
に
か
。
そ
れ
は
わ
か
ら
な
い
。
い
や
わ
か
ら
な
い
ゆ
え
に
無
形
の
真
理
を
探
ね
る
道
が
あ
る
。
そ
れ
は
こ
う
だ
と
言
っ
て
し
ま
え

な
い
と
こ
ろ
に
「
父
の
御
意
」
は
あ
る
。

　

そ
れ
は
宮
澤
賢
治
が
「
農
民
芸
術
概
論
綱
要
」
で
言
っ
て
い
る
「
求
道
す
で
に
道
で
あ
る
」
に
ひ
と
し
い
。
道
を
求
め
る
こ
と
が
、
す

で
に
道
で
あ
る
。
人
間
の
あ
る
べ
き
道
を
歩
む
こ
と
が
、
す
で
に
「
父
の
御
意
」
と
い
う
無
形
の
真
理
に
達
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
「
山
上
の
垂
訓
」
は
「
マ
タ
イ
伝
福
音
書
」
の
第
五
章
か
ら
第
七
章
に
わ
た
っ
て
、イ
エ
ス
が
山
上
で
語
っ
た
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
が
、

こ
れ
は
イ
エ
ス
が
ガ
リ
ラ
ヤ
地
方
の
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
で
、
折
に
ふ
れ
て
語
っ
た
言
葉
を
一
つ
に
ま
と
め
て
、
山
上
で
語
っ
た
も
の
と
し
て

編
集
し
た
も
の
で
あ
る
。

　

と
も
あ
れ
、
イ
エ
ス
は
最
後
に
こ
う
語
っ
た
と
い
う
。「
さ
ら
ば
凡
て
我
が
こ
れ
ら
の
言
を
き
き
て
行
ふ
者
を
、
磐
の
上
に
家
を
た
て

た
る
慧さ

と

き
人
に
擬な
ず
らへ
ん
。
雨
ふ
り
流
み
な
ぎ
り
、
風
ふ
き
て
そ
の
家
を
う
て
ど
倒
れ
ず
、
こ
れ
磐
の
上
に
建
て
ら
れ
た
る
故
な
り
。
す
べ

て
我
が
こ
れ
ら
の
言
を
き
き
て
行
は
ぬ
者
を
、
沙
の
上
に
家
を
建
て
た
る
愚
な
る
人
に
擬
へ
ん
。
雨
ふ
り
流
み
な
ぎ
り
、
風
ふ
き
て
其
の

家
を
う
て
ば
、
倒
れ
て
そ
の
顚た

ふ
れ倒
は
な
は
だ
し
」

　

家
を
建
て
る
に
当
た
っ
て
大
切
な
こ
と
は
、
な
に
か
。
建
築
と
い
う
言
葉
は
建
と
築
、
す
な
わ
ち
建
て
る
こ
と
と
築
く
こ
と
の
合
成
語
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で
あ
り
、「
無
形
な
る
も
の
を
有
形
な
も
の
に
人
為
的
に
転
化
加
工
す
る
」
こ
と
で
あ
る
、
と
詩
人
の
立
原
道
造
は
か
つ
て
工
学
部
に
学

ん
で
、
そ
の
卒
業
論
文
「
方
法
論）

（（
（

」
に
書
い
て
い
る
。
だ
が
そ
れ
以
前
に
、
そ
の
建
築
物
を
ど
こ
に
建
て
る
か
。
表
面
的
に
は
目
に
見
え

な
い
け
れ
ど
確
か
な
岩
盤
の
上
に
建
て
る
か
、
不
確
か
な
沙
地
に
建
て
る
か
に
よ
っ
て
異
な
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
建
築
以
前
の
土
台
が

確
か
で
あ
る
こ
と
が
な
に
よ
り
大
切
で
あ
る
と
イ
エ
ス
は
言
っ
て
い
る
。

　

目
に
見
え
な
い
と
こ
ろ
に
ま
ず
着
目
す
る
の
が
イ
エ
ス
で
あ
っ
た
。
大
工
と
し
て
家
を
建
て
た
こ
と
も
あ
る
で
あ
ろ
う
、
そ
の
実
人
生

は
よ
く
わ
か
ら
な
い
。
け
れ
ど
も
あ
ら
ゆ
る
問
題
に
通
暁
し
て
い
る
ご
と
き
、
こ
の
人
か
ら
教
え
ら
れ
る
こ
と
の
大
き
さ
と
深
さ
に
お
ど

ろ
か
さ
れ
る
。
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