
三
　
「
歴
史
」
の
部
分
に
つ
い
て
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私
自
身
へ
　
旧
約
釈
義
の
た
め
に
聖
書
の
テ
ク
ス
ト
を
訳
し
た
り
'
ド
イ

ッ
語
の
研
究
書
を
訳
し
た
経
験
を
通
し
て
'
ひ
と
つ
の
文
化
体
系
の
中
の

言
語
作
品
を
翻
訳
す
る
こ
と
は
そ
も
そ
も
不
可
能
で
あ
り
'
し
か
も
そ
の

作
業
は
非
常
に
労
苦
の
多
い
も
の
で
あ
る
こ
と
を
思
い
知
ら
さ
れ
て
い
る
。

し
た
が
っ
て
へ
　
も
し
私
が
訳
し
た
な
ら
へ
　
ど
ん
な
も
の
が
出
来
上
が
っ
て

い
た
だ
ろ
う
か
と
考
え
る
と
'
筆
は
こ
こ
で
止
ま
っ
て
し
ま
う
の
だ
が
'

そ
れ
で
は
与
え
ら
れ
た
課
題
を
果
た
せ
な
い
。

さ
て
割
り
当
て
ら
れ
た
範
囲
は
「
歴
史
」
つ
ま
り
、
モ
ー
七
五
書
か
ら

(
1
)

律
法
を
除
い
た
歴
史
物
語
と
列
王
記
下
ま
で
の
歴
史
書
で
あ
り
'
極
め
て

多
量
で
あ
る
。
と
て
も
全
体
を
取
り
上
げ
る
こ
と
は
出
来
な
い
の
で
出
エ

ジ
プ
ト
記
一
1
一
八
章
を
サ
ソ
プ
ル
と
し
て
へ
　
こ
の
部
分
を
中
心
に
検
討

(
2
)

し
て
い
-
こ
と
に
す
る
。
担
当
範
囲
に
属
す
'
最
初
の
創
造
物
語
(
創
1

ニ
ー
二
・
四
)
　
の
詳
細
な
検
討
が
松
田
伊
作
氏
に
よ
り
す
で
に
な
さ
れ

(
3
)

て
い
る
。

以
下
で
　
(
一
)
　
口
語
訳
に
較
べ
良
-
な
っ
て
い
る
点
へ
　
(
二
)
日
本
語

の
問
題
と
し
て
二
人
称
の
代
名
詞
と
丁
寧
語
'
尊
敬
語
'
謙
譲
語
を
検
討

し
た
後
(
≡
)
訳
の
諸
問
題
を
取
り
上
げ
る
。

木

　

　

幡

　

　

藤

　

　

子

1
'
口
語
訳
で
は
章
節
の
数
え
方
が
ヘ
ブ
ラ
イ
語
聖
書
と
1
致
し
な
い

箇
所
が
幾
つ
か
あ
っ
た
が
'
そ
れ
が
訂
正
さ
れ
て
い
る
.
そ
の
一
覧
表
が

旧
約
・
新
約
聖
書
大
事
典
(
一
九
八
九
年
へ
　
教
文
館
)
　
の
二
〇
頁
に
「
口

語
訳
・
へ
ブ
テ
ィ
語
聖
書
(
-
新
共
同
訳
聖
書
)
章
節
対
照
表
」
と
し
て

載
っ
て
い
る
。

こ
れ
は
印
刷
の
組
み
方
の
問
題
だ
が
会
話
の
場
合
'
話
し
手
が
変
わ
る

と
行
が
改
め
ら
れ
て
い
る
の
で
読
み
や
す
-
な
っ
て
い
る
。

語
呂
合
せ
が
あ
る
場
合
ヘ
ブ
ラ
イ
語
を
記
し
た
具
　
へ
プ
ラ
イ
語
の
意

味
を
補
っ
て
い
る
の
で
'
名
前
と
出
来
事
や
事
物
の
関
連
が
理
解
で
き
る

よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
「
王
女
は
彼
を
モ
ー
セ
と
名
付
け
て
言
っ
た
。
『
水

の
中
か
ら
わ
た
し
が
引
き
上
げ
た
　
(
マ
ー
シ
ャ
-
)
　
の
で
す
か
ら
。
』
」

(
二
・
1
0
。
創
1
七
二
七
'
1
九
を
参
照
)
.
し
か
し
ヘ
ブ
ラ
イ
語

の
母
音
の
長
短
が
正
確
に
記
さ
れ
て
い
な
い
場
合
が
あ
る
。
ド
イ
ツ
語
な

ど
と
違
っ
て
日
本
語
の
か
な
は
母
音
の
長
短
を
表
記
で
き
る
の
で
'
両
者

を
区
別
す
べ
き
で
あ
る
O
創
二
・
七
の
ア
ダ
ム
と
ア
ダ
マ
は
そ
れ
ぞ
れ
ア

-
ダ
ー
ム
と
ア
ダ
ー
マ
I
で
あ
り
'
二
・
二
三
の
イ
シ
ャ
-
と
イ
シ
ュ
も

イ
ッ
シ
ャ
-
と
イ
-
シ
ュ
で
あ
る
。
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二
'
二
人
称
の
人
称
代
名
詞
は
ヘ
ブ
ラ
イ
語
で
相
手
が
男
性
か
女
性
か

そ
し
て
単
数
か
複
数
か
に
よ
っ
て
変
わ
る
が
'
日
本
語
で
は
例
え
ば
相
手

が
男
性
単
数
で
あ
っ
て
も
「
あ
な
た
へ
　
お
前
'
君
」
な
ど
の
可
能
性
が
あ

る
。
さ
ら
に
複
数
の
場
合
こ
れ
ら
に
「
た
ち
」
を
つ
け
る
か
「
が
た
」
を

つ
け
る
か
と
い
う
問
題
も
あ
る
。
し
た
が
っ
て
へ
　
当
事
者
間
の
間
柄
に
よ

り
ま
た
同
じ
人
の
問
で
も
関
係
が
変
化
し
て
い
-
場
合
に
は
場
面
に
よ
っ

て
訳
し
分
け
る
必
要
が
あ
る
。

新
共
同
訳
で
は
神
が
モ
ー
セ
に
語
る
と
き
も
(
四
二
〇
)
'
モ
ー
セ

が
神
に
語
る
と
き
も
(
一
二
節
)
　
口
語
訳
と
同
様
「
あ
な
た
」
が
使
わ
れ

て
い
る
。
関
根
訳
は
前
者
を
「
君
」
'
後
者
を
「
あ
な
た
」
と
訳
し
分
け

て
い
る
。

エ
ジ
プ
ト
王
の
「
産
婆
」
　
へ
の
言
葉
に
は
口
語
訳
の
「
あ
な
た
が
た
」

よ
り
新
共
同
訳
の
「
お
ま
え
た
ち
」
の
ほ
う
が
適
し
て
い
る
(
一
・
八
)
0

家
族
の
中
で
父
が
娘
た
ち
に
「
お
ま
え
た
ち
」
と
言
う
の
も
妥
当
だ
ろ

ラ
(
二
二
一
〇
)
。
姑
の
妓
た
ち
へ
の
言
葉
で
は
口
語
訳
の
「
あ
な
た
が

た
」
よ
り
新
共
同
訳
の
「
あ
な
た
た
ち
」
が
よ
い
が
'
「
お
ま
え
た
ち
」

と
し
て
は
親
し
す
ぎ
る
だ
ろ
う
か
　
(
ル
ツ
記
)
。
夫
が
妻
に
「
あ
な
た
」

(
新
共
同
訳
)
と
言
う
よ
り
「
お
ま
え
」
と
言
っ
た
ほ
う
が
よ
そ
よ
そ
し

く
な
い
感
じ
を
私
は
受
け
る
(
サ
ム
上
一
・
八
)
。
関
根
訳
は
こ
こ
で
も

「
君
」
と
し
て
い
る
。

丁
寧
語
へ
　
尊
敬
語
'
謙
譲
語
は
日
本
語
に
特
有
で
ヘ
ブ
ラ
イ
語
に
な
い
。

特
　
だ
か
ら
訳
文
に
お
い
て
も
全
く
用
い
な
い
と
い
う
立
場
も
可
能
で
あ
る
。

松
田
氏
は
上
述
の
論
文
で
そ
の
立
場
を
貫
い
て
い
る
。
評
者
は
訳
文
に
こ

れ
ら
が
あ
る
程
度
入
る
の
は
日
本
語
と
し
て
仕
方
な
い
が
、
少
な
い
ほ
う

が
よ
い
と
思
っ
て
い
る
。

口
語
訳
が
目
上
の
者
の
目
下
の
著
へ
の
言
葉
の
中
に
丁
寧
語
を
使
っ
て

い
る
の
を
新
共
同
訳
は
訂
正
し
て
い
る
。
エ
ジ
プ
ト
王
が
「
助
産
婦
」
に

「
生
か
し
て
お
き
た
さ
い
」
(
口
語
訳
)
と
言
-
よ
-
「
生
か
し
て
お
け
」

と
言
う
ほ
う
が
自
然
で
あ
る
(
1
　
　
五
)
.
フ
ォ
ラ
オ
の
娘
が
エ
ジ
プ

ト
に
寄
留
し
て
い
る
へ
プ
ル
人
の
女
に
「
飲
ま
せ
て
下
さ
い
0
-
-
わ
た

し
は
そ
の
報
酬
を
さ
し
あ
げ
ま
す
」
(
口
語
訳
)
と
丁
寧
語
と
謙
譲
語
を

使
う
よ
り
は
「
飲
ま
せ
て
お
や
り
'
手
当
て
は
わ
た
し
が
出
し
ま
す
か

ら
」
と
い
う
の
も
同
様
で
あ
る
(
二
・
九
)
0

へ
プ
ル
人
ど
う
し
の
喧
嘩
の
な
か
で
の
言
葉
か
ら
丁
寧
語
が
消
え
て
い

る
の
も
自
然
で
あ
る
(
二
二
四
)
。
「
だ
れ
が
あ
な
た
を
立
て
て
'
わ
れ

わ
れ
の
つ
か
さ
'
ま
た
裁
判
人
と
し
た
の
で
す
か
。
-
-
殺
そ
-
と
思
-

の
で
す
か
」
(
口
語
訳
)
。
「
だ
れ
が
お
前
を
-
-
し
た
の
か
。
・
-
=
殺
す

つ
も
り
か
」
(
新
共
同
訳
)
0

そ
れ
と
逆
に
新
共
同
訳
で
丁
寧
'
尊
敬
'
謙
譲
の
度
合
い
が
格
段
に
強

ま
っ
て
い
る
例
が
王
と
臣
下
の
問
に
見
ら
れ
る
(
サ
ム
下
一
二
二
八
)
0

「
子
の
な
お
生
き
て
い
る
問
に
'
わ
れ
わ
れ
が
彼
に
語
っ
た
の
に
か
れ
は

そ
の
言
葉
を
聞
き
入
れ
な
か
っ
た
。
ど
う
し
て
彼
に
そ
の
子
の
死
ん
だ
こ

と
を
告
げ
る
こ
と
が
で
き
よ
う
か
」
(
口
語
訳
)
。
「
お
子
様
が
ま
だ
生
き

て
お
ら
れ
た
と
き
で
す
ら
'
何
を
申
し
あ
げ
て
も
わ
た
し
た
ち
の
声
に
耳

を
傾
け
て
く
だ
さ
ら
な
か
っ
た
の
に
'
ど
う
し
て
亡
く
な
ら
れ
た
と
お
伝

え
で
き
よ
う
」
(
新
共
同
訳
)
0
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I
.
、
ア
デ
ソ
の
祭
司
と
娘
の
会
話
の
中
で
も
尊
敬
語
が
加
わ
っ
て
い
る

(
二
二
九
)
。
「
-
-
飲
ま
せ
て
く
れ
た
の
で
す
」
(
口
語
訳
)
「
飲
ま
せ

て
-
だ
さ
い
ま
し
た
」
(
新
共
同
訳
)
0

つ
ぎ
に
神
に
つ
い
て
述
べ
る
場
合
だ
が
'
口
語
訳
と
新
共
同
訳
で
同
じ

程
度
の
尊
敬
語
が
使
わ
れ
て
い
る
の
が
創
1
七
章
で
あ
る
。
「
現
れ
て
言

わ
れ
た
」
(
一
節
)
'
「
言
わ
れ
た
」
(
三
・
九
・
1
五
節
)
o
創
1
八
二

で
は
例
外
的
に
新
共
同
訳
の
ほ
う
が
尊
敬
語
を
使
っ
て
な
い
の
は
お
そ
ら

-
同
音
が
重
な
る
の
を
避
け
た
た
め
で
あ
ろ
う
。
「
現
れ
ら
れ
た
」
(
口
語

訳
)
へ
「
現
れ
た
」
(
新
共
同
訳
)
。

神
が
主
語
の
動
詞
.
m
r
'
d
b
r
を
口
語
訳
は
訳
し
分
け
ず
ほ
と
ん
ど
い

つ
も
「
言
わ
れ
た
」
と
し
て
い
る
.
新
共
同
訳
は
'
m
r
は
通
常
「
言
わ

れ
た
」
(
七
二
・
八
二
四
二
九
・
二
六
等
)
と
、
そ
し
て
d
b
r
で

神
が
主
語
の
あ
る
場
合
を
「
仰
せ
に
な
っ
た
」
と
訳
す
(
六
二
一
二
〇

二
一
八
へ
七
・
二
二
'
八
・
二
・
一
五
'
九
・
二
一
二
二
五
'
民
一
・

1
・
四
八
'
二
・
一
等
)
o
　
こ
の
動
詞
は
擬
古
的
で
あ
る
だ
け
で
な
く

「
言
わ
れ
た
」
に
-
ら
べ
尊
敬
の
度
合
い
が
強
-
な
っ
て
い
る
。
新
共
同

訳
が
神
に
つ
い
て
尊
敬
語
を
生
め
る
債
向
は
創
造
物
語
に
端
的
に
表
れ
て

い
る
。
口
語
訳
の
「
見
ら
れ
た
」
(
創
t
　
二
≡
)
へ
「
休
ま
れ
た
」
(
二
・

≡
)
'
「
雨
を
降
ら
せ
ず
」
(
二
・
五
)
'
「
言
わ
れ
ま
し
た
」
(
三
二
二
)
が

「
ご
ら
ん
に
な
っ
た
」
へ
　
「
安
息
な
さ
っ
た
」
'
「
雨
を
お
送
り
に
な
ら
な
か

っ
た
」
'
「
お
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
」
と
な
っ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
口
語
訳
に
校
ペ
よ
-
な
っ
て
い
る
場
合
も
あ
る
が
'
逆
の

現
象
も
見
ら
れ
る
。
特
に
神
に
つ
い
て
の
革
敬
語
の
程
度
は
蛍
め
ら
れ
て

お
り
へ
過
剰
気
味
で
あ
る
。
こ
れ
は
神
と
人
と
の
関
係
を
ど
う
理
解
す
る

か
と
い
う
こ
と
に
関
わ
る
問
題
で
あ
る
。
尊
敬
語
を
多
く
使
う
こ
と
は
神

と
人
間
を
上
下
関
係
に
お
き
'
両
者
の
距
離
を
一
方
的
に
強
調
す
る
が
'

神
が
そ
の
距
離
を
の
り
こ
え
て
人
間
と
探
-
'
濃
や
か
に
係
わ
る
と
い
う

面
を
な
い
が
し
ろ
に
す
る
こ
と
に
な
る
。
ち
な
み
に
ル
タ
ー
訳
で
は
神
が

人
間
に
語
る
と
き
も
人
間
が
神
に
語
る
と
き
も
人
間
ど
う
し
の
言
葉
で
も

全
て
二
人
称
の
敬
称
で
は
な
-
'
親
称
が
使
わ
れ
て
い
る
。

三
へ
　
神
名
を
「
主
」
と
訳
し
て
い
る
が
'
そ
れ
に
ょ
り
不
都
合
な
事
が

生
じ
て
い
る
　
(
!
)
自
己
紹
介
で
の
「
わ
た
し
は
主
で
あ
る
」
(
六
・

二
)
や
「
主
と
い
う
名
を
知
ら
せ
な
か
っ
た
」
(
三
節
)
が
意
味
を
な
さ

な
い
o
　
(
二
)
　
ヤ
ハ
ウ
ェ
と
そ
の
短
形
ヤ
ハ
　
(
1
五
・
二
)
　
の
区
別
が
出

来
な
い
。
(
≡
)
原
文
で
名
詞
の
「
主
」
と
な
っ
て
い
る
の
と
の
区
別
が

出
来
な
い
。
サ
ム
上
一
・
一
五
で
「
わ
が
主
よ
」
(
口
語
訳
へ
関
根
訳
)

を
「
祭
司
さ
ま
」
と
訳
し
て
い
る
の
は
神
と
の
混
同
を
避
け
た
た
め
で
あ

ろ
う
か
。

口
語
訳
の
訳
語
の
ほ
う
が
正
確
の
場
合
が
あ
る
　
(
1
)
　
ト
-
エ
パ
ー

と
い
う
語
は
祭
儀
的
'
道
徳
的
に
う
け
い
れ
ら
九
な
い
と
い
う
意
味
で
'

八
二
三
の
問
答
で
も
祭
儀
が
問
題
な
の
だ
か
ら
も
　
「
忌
む
も
の
」
(
口
語

訳
)
　
の
方
が
一
般
的
な
「
い
と
う
物
」
よ
り
適
切
で
あ
る
。
(
二
)
九
・

二
二
-
二
五
で
べ
へ
-
マ
-
も
ミ
ク
ネ
-
(
一
九
-
二
1
節
)
同
様
「
家

畜
」
と
訳
さ
れ
て
い
る
が
'
前
者
は
「
動
物
へ
獣
」
を
も
意
味
す
る
こ
と

が
で
き
る
。
こ
こ
で
は
「
動
物
」
を
意
味
し
'
電
が
人
も
動
物
も
植
物
を
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も
う
つ
た
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
語
を
こ
こ
で
家
畜
と
訳
し
て
は
九
二

-
七
で
家
畜
が
疫
病
で
死
ん
だ
の
に
何
故
す
ぐ
次
の
災
い
で
再
び
う
た
れ

る
こ
と
に
な
る
の
か
と
い
う
疑
問
が
生
じ
る
0
　
口
語
訳
は
「
獣
」
な
の
で

こ
の
矛
盾
が
な
い
O
　
(
≡
)
七
二
九
b
は
エ
ジ
プ
ト
全
土
の
水
が
血
に

変
わ
る
と
い
う
こ
と
で
直
訳
す
れ
ば
「
木
や
石
の
中
に
も
血
が
あ
る
だ
ろ

う
」
と
な
る
。
そ
の
意
味
が
木
や
石
の
器
の
中
の
水
ま
で
と
い
う
の
か

(
口
語
訳
)
'
そ
れ
と
も
樹
液
や
石
に
た
ま
っ
て
い
る
水
ま
で
か
と
い
う

点
で
見
解
が
分
か
れ
て
い
る
。
し
か
し
新
共
同
訳
の
よ
う
に
「
木
や
石
ま

で
も
血
に
浸
る
」
で
は
血
が
洪
水
と
な
っ
て
浸
水
し
て
き
た
か
の
よ
う
で

あ
る
〇
　
二
1
節
も
に
も
同
じ
問
題
が
あ
る
。

テ
ク
ス
ト
批
判
上
支
持
出
来
な
い
訳
が
八
・
1
九
に
あ
る
.
マ
ソ
ラ
本

文
で
は
「
煩
い
を
置
-
」
、
七
十
人
訳
に
従
え
ば
「
区
別
す
る
」
で
あ
る
。

こ
の
両
者
を
結
び
つ
け
て
新
共
同
訳
の
「
区
別
し
て
腰
う
」
と
い
う
訳
が

生
ま
れ
た
の
だ
ろ
う
と
推
定
さ
れ
る
が
'
テ
ク
ス
ト
批
判
上
ど
こ
に
も
存

在
し
な
い
読
み
方
で
あ
る
。

日
本
語
と
し
て
な
め
ら
か
に
読
め
る
よ
う
に
す
る
と
い
う
こ
と
が
ひ
と

つ
の
重
要
な
原
則
と
な
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
結
果
へ
　
原
文
の
あ

る
語
が
省
略
さ
れ
て
い
る
　
(
1
)
　
二
・
二
四
-
二
五
で
は
「
神
が
」
が

四
度
出
て
く
る
o
最
後
の
ほ
テ
ク
ス
ト
を
読
み
変
え
る
こ
と
も
可
能
な
の

で
'
そ
れ
を
除
-
と
三
度
に
な
る
が
'
二
度
し
か
訳
出
さ
れ
て
い
な
い
。

こ
こ
は
祭
司
文
書
が
神
名
ヤ
ハ
ウ
ェ
を
導
入
す
る
(
六
二
1
)
直
前
で

「
神
が
」
を
わ
ざ
と
繰
り
返
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
(
二
)
似
た
事
が
六

・
六
に
も
見
ら
れ
る
。
六
-
七
a
節
で
ヤ
ハ
ウ
ェ
を
主
語
と
す
る
一
人
称

の
動
詞
が
五
つ
重
ね
ら
れ
て
お
り
'
そ
れ
ぞ
れ
に
「
あ
な
た
た
ち
を
/

に
」
が
続
い
て
い
る
の
だ
が
'
「
奴
隷
の
身
分
か
ら
救
い
出
す
」
の
「
あ

な
た
た
ち
を
」
が
省
か
れ
て
い
る
O
　
(
≡
)
七
・
二
で
も
「
わ
た
し
が
あ

な
た
に
命
じ
る
す
べ
て
の
こ
と
を
」
の
「
あ
な
た
」
が
抜
け
て
い
る
。
こ

こ
で
は
'
神
が
神
・
モ
ー
セ
・
ア
ロ
ソ
・
フ
ァ
ラ
オ
の
関
係
を
規
定
す
る

だ
け
で
な
-
'
語
る
内
容
ま
で
も
決
定
す
る
と
'
神
の
関
与
が
特
に
強
調

さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
以
上
の
三
例
が
い
ず
れ
も
祭
司
文
書
に
属
す
の

は
興
味
深
い
。
繰
り
返
し
の
多
い
'
く
ど
い
と
も
い
え
る
P
の
文
体
が
訳

文
に
は
残
さ
れ
て
い
な
い
o
(
四
)
　
T
〇
二
七
で
は
'
罪
の
放
し
を
求

め
る
と
き
に
通
常
出
て
-
る
「
今
」
(
創
五
〇
二
七
、
出
三
二
二
二
二
'

サ
ム
上
1
五
・
二
五
)
　
に
更
に
「
も
う
1
度
だ
け
」
が
加
わ
っ
て
「
こ
の

1
回
限
り
の
」
と
い
う
こ
と
が
特
に
強
調
さ
れ
て
い
る
が
'
二
つ
重
な
る

と
く
ど
い
か
ら
か
'
新
共
同
訳
で
は
「
今
」
が
抜
か
さ
れ
て
い
る
。

逆
に
原
文
に
な
い
も
の
を
補
っ
て
訳
文
を
な
迫
ら
か
に
し
て
い
る
場
合

も
あ
る
　
(
!
)
二
・
二
享
は
ひ
と
つ
の
節
の
中
で
文
書
資
料
が
交
代
し

て
お
り
へ
　
つ
な
が
り
が
悪
い
。
新
共
同
訳
で
は
二
番
目
の
冒
頭
に
「
そ
の

間
」
を
補
っ
て
'
そ
れ
を
カ
バ
ー
し
て
い
る
。
(
二
)
一
八
・
1
で
は

「
主
が
イ
K
t
フ
エ
ル
を
エ
ジ
プ
ト
か
ら
導
き
出
さ
れ
た
こ
と
」
が
つ
な
が

り
が
わ
る
い
こ
と
も
あ
り
通
常
付
加
と
判
断
さ
れ
る
。
原
文
に
な
い
「
す

な
わ
ち
」
が
訳
文
で
は
置
か
れ
て
い
る
。

人
間
の
神
格
化
を
恐
れ
て
'
表
現
を
和
ら
げ
て
訳
し
て
い
る
の
が
四
・

二
ハ
、
七
二
で
あ
る
。
原
文
で
は
と
も
に
モ
ー
セ
に
つ
い
て
「
神
と
な

る
」
へ
　
「
神
と
し
」
だ
が
'
「
神
の
代
わ
り
と
な
る
等
」
と
訳
さ
れ
て
い
る
。
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口
語
訳
も
同
様
の
慣
向
を
示
す
o
こ
こ
の
前
後
関
係
で
は
役
割
が
問
雷
な

の
で
あ
り
'
そ
の
役
割
を
決
め
る
の
は
神
で
あ
る
こ
と
が
明
瞭
な
の
だ
か

ら
'
原
文
を
そ
の
ま
ま
訳
し
て
も
モ
ー
セ
の
神
格
化
の
危
険
は
な
い
と
思

ら
ノ
〇

一
六
・
四
b
の
「
わ
た
し
の
指
示
ど
お
り
に
す
る
か
ど
う
か
」
で
は
か

な
り
の
意
訳
を
し
て
い
る
の
で
'
「
わ
た
し
の
律
法
に
歩
む
か
ど
う
か
」

と
い
う
申
命
記
的
・
申
命
記
史
家
的
表
現
が
姿
を
消
し
て
い
る
。

ヽ

　

ヽ

段
落
を
切
っ
て
そ
れ
に
表
題
を
つ
け
て
い
る
の
は
読
者
が
内
容
を
理
解

す
る
の
に
役
立
つ
が
へ
　
こ
の
作
業
も
当
然
テ
ク
ス
ト
の
解
釈
な
し
に
は
な

さ
れ
え
な
い
.
問
題
の
箇
所
を
列
挙
す
る
　
(
I
)
新
共
同
訳
は
1
・
二

二
を
二
章
の
方
に
つ
け
へ
新
し
い
段
落
の
始
め
と
し
て
い
る
。
し
か
し
こ

こ
の
つ
な
が
り
は
'
フ
ァ
ラ
オ
が
「
助
産
婦
」
に
ひ
そ
か
に
命
じ
て
ヘ
ブ

ラ
イ
人
の
男
児
を
殺
そ
-
と
し
た
が
成
功
し
な
か
っ
た
の
で
'
全
国
民
に

そ
の
男
児
殺
し
を
公
然
と
命
じ
た
'
そ
う
い
う
状
況
の
中
で
モ
ー
セ
が
生

ま
れ
た
と
な
っ
て
い
る
。
や
は
り
前
と
の
関
連
が
強
い
の
で
'
ル
タ
ー
訳

や
関
根
訳
や
注
解
書
(
ノ
ー
ト
へ
　
シ
ュ
ミ
ッ
ト
)
の
よ
う
に
一
章
に
続
け

る
の
が
適
切
で
あ
る
。
(
二
)
二
・
二
三
a
β
b
を
そ
の
内
容
に
応
じ
て

三
軍
の
「
モ
ー
セ
の
召
命
」
の
導
入
部
分
と
し
て
も
よ
い
と
思
わ
れ
る

(
関
根
訳
)
が
そ
う
し
て
い
な
い
。
(
≡
)
　
1
三
・
1
七
-
二
二
を
独
立

の
段
落
と
し
て
い
る
が
　
(
ル
タ
ー
訳
も
)
'
二
二
・
一
七
か
ら
す
で
に

「
海
の
奇
跡
」
が
は
じ
ま
っ
て
い
る
の
で
1
四
章
に
付
け
た
方
が
よ
い
。

ヽ

　

ヽ

段
落
の
表
題
は
内
容
を
ど
う
理
解
す
る
か
を
明
瞭
に
示
し
て
い
る
。
こ

こ
で
も
問
題
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
も
の
を
あ
げ
る
。
(
一
)
七
・
一
四
-

二
四
は
今
の
話
で
は
新
共
同
訳
の
通
り
「
血
の
災
い
」
で
よ
い
が
'
資
料

分
け
を
考
慮
に
入
れ
れ
ば
'
水
が
血
に
変
わ
る
奇
跡
と
ナ
イ
ル
河
の
魚
が

死
ん
で
水
が
飲
め
な
く
な
る
と
い
う
も
の
な
の
で
「
水
の
災
い
」
と
し
た

方
が
よ
い
だ
ろ
う
。
(
二
)
一
四
章
の
表
題
が
「
葦
の
海
の
奇
跡
」
と
な

っ
て
い
る
.
し
か
し
'
「
葦
の
海
」
も
出
て
く
る
が
'
-
　
そ
れ
は
新
共

同
訳
の
区
切
り
で
は
別
の
段
落
に
お
い
て
で
あ
る
(
二
二
・
1
八
)
I

一
四
章
で
は
海
べ
な
い
し
海
べ
の
特
定
の
地
点
が
奇
跡
の
舞
台
な
の
で

(
二
へ
九
節
)
'
単
に
「
海
の
奇
跡
」
と
し
た
方
が
よ
い
。
(
≡
)
一
五
章

の
歌
の
表
題
も
'
海
の
奇
跡
に
つ
い
て
は
一
〇
節
な
い
し
〓
節
ま
で
で

そ
れ
以
後
一
八
節
ま
で
は
カ
ソ
ナ
へ
の
定
住
に
つ
い
て
な
の
で
'
「
勝
利

の
歌
」
(
関
根
訳
)
な
い
し
「
ヤ
ハ
ウ
ェ
の
勝
利
」
の
方
が
新
共
同
訳
の

「
海
の
歌
」
よ
り
よ
い
。
(
四
)
次
の
一
六
章
は
マ
ナ
に
つ
い
て
主
と
し

て
物
語
ら
れ
て
い
る
が
'
う
ず
ら
も
登
場
す
る
の
で
'
出
て
-
る
順
に
従

っ
て
「
う
ず
ら
と
マ
ナ
」
の
方
が
「
マ
ナ
」
だ
け
よ
り
よ
い
だ
ろ
う
。

あ
る
語
を
ど
う
訳
す
か
で
も
解
釈
の
問
題
に
ぶ
つ
か
る
。
新
共
同
訳
は

六
・
五
の
♂
d
　
ヒ
フ
ィ
ル
形
を
「
奴
隷
に
す
る
」
'
六
節
の
名
詞
♂
d
h

を
「
奴
隷
の
身
分
」
と
訳
し
て
い
る
。
エ
ジ
プ
ト
を
「
奴
隷
の
・
家
」
(
申

五
エ
バ
へ
　
六
二
二
'
出
二
二
二
二
二
四
へ
　
二
〇
・
二
)
と
呼
び
'
そ

こ
で
奴
隷
で
あ
っ
た
(
申
五
・
一
五
'
六
・
二
1
'
七
・
八
'
八
・
1

四
)
と
い
う
の
は
申
命
記
史
家
の
立
場
で
あ
る
。
六
・
五
-
六
の
属
す
祭

司
文
書
は
エ
ジ
プ
ト
滞
在
の
関
連
で
「
奴
隷
」
と
い
う
名
詞
を
使
っ
て
お

ら
ず
へ
エ
ジ
プ
ト
で
奴
隷
で
あ
っ
た
と
い
う
理
解
を
示
し
て
い
な
い
の
で
'

♂
d
　
ヒ
フ
ィ
ル
形
の
も
う
ひ
と
つ
の
意
味
「
働
か
す
'
こ
き
使
う
」
の
方
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が
こ
こ
の
訳
と
し
て
よ
い
。
新
共
同
訳
自
身
が
一
二
三
(
p
)
で
同
じ

動
詞
の
同
じ
形
を
「
酷
使
し
」
と
訳
し
て
い
る
o
　
こ
-
な
る
と
当
該
箇
所

の
帰
属
資
料
の
思
想
に
ま
で
立
ち
入
ら
な
い
と
的
確
な
訳
が
出
来
な
い
と

い
う
こ
と
に
な
る
。
上
述
の
べ
へ
-
マ
-
(
九
・
二
ニ
ー
二
九
)
　
の
場
合

も
同
様
で
あ
っ
た
。

1
七
・
七
で
は
イ
ス
ラ
エ
ル
の
人
々
が
争
っ
た
相
手
が
誰
で
あ
る
か
言

わ
れ
て
な
い
が
'
新
共
同
訳
は
そ
れ
を
モ
ー
セ
と
特
足
し
へ
一
定
の
解
釈

を
下
し
て
い
る
。

そ
の
他
論
ず
べ
き
点
は
ま
だ
残
っ
て
い
る
が
'
以
上
の
検
討
を
全
般
的

に
ま
と
め
る
と
次
の
よ
-
に
な
る
。
(
一
)
　
口
語
訳
よ
り
新
共
同
訳
が
よ

い
と
は
一
概
に
言
え
な
い
.
(
二
)
　
日
本
語
と
し
て
な
埼
ら
か
に
す
る
と

い
う
原
則
が
重
ん
じ
ら
れ
る
あ
ま
り
へ
原
文
に
な
い
も
の
が
捕
わ
れ
た
り
'

原
文
の
一
部
が
省
略
さ
れ
'
原
文
の
特
徴
的
文
体
が
消
え
て
し
ま
っ
て
い

る
。
(
≡
)
翻
訳
は
テ
ク
ス
ト
の
語
'
文
'
前
後
関
係
'
段
落
さ
ら
に
は

文
書
資
料
の
解
釈
を
離
れ
て
あ
り
え
な
い
。
ど
う
解
釈
す
る
か
は
最
終
的

に
は
訳
者
が
決
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
か
ら
'
各
書
の
責
任
者
を

明
ら
か
に
し
た
方
が
よ
い
と
思
う
。

解
釈
と
翻
訳
が
う
ま
く
結
び
つ
い
た
例
を
最
後
に
ひ
と
つ
あ
げ
て
お
こ

う
。
そ
れ
は
ル
ツ
記
で
あ
る
。
こ
れ
は
故
左
近
淑
氏
に
よ
る
と
推
定
さ
れ

る
が
'
ご
自
身
の
研
究
(
T
h
e
 
B
o
o
k
 
o
f
 
R
u
t
h
,
A
J
B
I
4
,
1
9
7
8
,
2
-
2
2
)

を
踏
ま
え
て
お
り
'
各
場
面
の
雰
囲
気
ま
で
も
伝
わ
っ
て
-
る
よ
う
な
訳

で
あ
り
'
ま
た
出
版
が
計
画
さ
れ
て
い
る
注
解
の
サ
ソ
プ
ル
原
稿
を
読
ん

だ
と
き
へ
内
容
に
即
し
た
注
解
が
そ
の
ま
ま
ル
ツ
記
の
神
学
的
内
容
を
伝

え
る
も
の
と
な
っ
て
い
て
感
心
し
た
も
の
で
あ
る
。

口
語
訳
-
聖
書
　
改
訳
'
日
本
聖
書
協
会
一
九
五
五
年

関
根
訳
=
旧
約
聖
書
　
出
エ
ジ
プ
ト
記
、
関
根
正
雄
訳
へ
　
岩
波
文
庫

7
九
六
九
年

ル
タ
-
訳
-
D
i
e
 
B
i
b
e
l
 
n
a
c
h
d
e
r
U
b
e
r
s
e
t
z
u
n
g
M
a
r
t
i
n
L
u
t
h
e
r
s
,

i
n
 
d
e
n
 
J
a
h
r
e
n
1
9
5
7
-
1
9
8
4
u
b
e
r
a
r
b
e
i
t
e
t
,
1
9
8
5
D
e
u
t
s
c
h
 
B
i
b
e
l
g
e
-

sellschaft Stuttgart.

注(
1
)
　
ル
ツ
記
は
諸
寄
に
入
る
が
'
「
文
学
書
」
の
方
で
考
察
の
対
象
と
し
な
い

と
の
こ
と
な
の
で
'
こ
ち
ら
で
取
り
上
げ
る
。

(
2
)
　
以
下
で
出
エ
ジ
プ
ト
記
か
ら
箇
所
を
あ
げ
る
際
に
は
「
出
」
を
つ
け
な
い
。

(
3
)
　
「
新
共
同
訳
聖
書
」
批
評
覚
書
の
'
福
岡
女
学
院
大
学
紀
要
　
第
一
号

一
九
九
一
年
'
三
〇
一
-
三
二
二
頁
。
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