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そ
れ
は
創
世
記
や
有
史
以
前
の
部
分
で
全
編
に
渡
り
偶
然
の
一
致
と
は
思
え
な
い
程
の
粗
筋
や
状
況

判
断
、
底
辺
に
流
れ
た
民
族
の
思
想
等
に
類
似
性
が
認
め
ら
れ
た
内
容
だ
っ
た
。
し
か
し
日
本
の
考
古
学

者
の
説
で
は
、
古
代
ギ
リ
シ
ャ
と
関
係
し
た
ス
キ
タ
イ
人
に
神
話
が
伝
わ
り
、
更
に
ア
ル
タ
イ
系
の
遊
牧

民
の
中
間
伝
承
者
に
伝
わ
っ
て
伝
承
を
受
け
継
い
だ
彼
等
が
遠
く
日
本
列
島
ま
で
海
を
渡
っ
て
来
て
、
約

二
〇
〇
〇
年
と
云
う
隔
た
り
を
超
え
て
日
本
に
住
む
人
々
に
影
響
を
与
え
て
、
そ
の
神
話
を
大
和
朝
廷
が

自
ら
の
物
語
と
し
て
取
り
入
れ
た
と
云
う
の
だ
っ
た
。
更
に
一
部
の
説
で
は
、
古
代
シ
ュ
メ
ー
ル
人
が
王

国
の
滅
亡
し
た
紀
元
前
二
〇
〇
〇
年
前
頃
か
ら
二
〇
〇
〇
年
以
上
の
歳
月
を
か
け
て
日
本
列
島
に
来
て
、

彼
等
の
神
話
を
日
本
人
達
に
伝
え
た
と
主
張
し
た
。
し
か
し
シ
ュ
メ
ー
ル
文
化
と
大
和
政
権
で
は
、
そ
の

王
制
や
文
字
、
風
俗
・
習
慣
が
違
い
過
ぎ
て
お
り
、
神
話
だ
け
を
受
け
入
れ
て
其
れ
以
外
の
部
分
を
破
棄

し
た
と
は
到
底
考
え
ら
れ
な
か
っ
た
。
し
か
も
シ
ュ
メ
ー
ル
王
国
の
歴
史
や
、
前
後
の
時
代
を
表
す
内
容

が
日
本
神
話
に
は
含
ま
れ
て
お
ら
ず
、
そ
の
事
か
ら
も
こ
の
説
の
可
能
性
は
少
な
い
と
思
え
た
。
そ
れ
は

古
代
ギ
リ
シ
ャ
や
古
代
エ
ジ
プ
ト
等
の
神
話
に
共
通
性
が
在
っ
た
の
で
、
両
地
域
に
神
話
を
伝
え
た
古
い

民
族
又
は
両
地
域
で
神
話
を
知
っ
た
民
族
が
い
た
と
し
て
も
、
話
の
内
容
が
こ
こ
ま
で
似
る
と
中
間
の
伝

承
民
族
に
神
話
が
残
っ
て
い
た
か
、
文
字
で
残
さ
れ
な
い
と
日
本
に
来
て
伝
承
す
る
事
は
不
可
能
だ
と
思

わ
れ
た
。
更
に
日
本
に
伝
え
た
中
間
の
民
族
は
遊
牧
民
や
海
洋
民
族
し
か
考
え
ら
れ
ず
、
日
本
と
は
宗
教

観
や
価
値
観
、
民
族
性
が
違
い
全
体
的
に
話
の
内
容
が
変
わ
る
可
能
性
が
高
か
っ
た
。

更
に
縄
文
時
代
に
分
か
れ
た
縄
文
人
の
一
派
で
北
海
道
の
ア
イ
ヌ
民
族
の
民
話
に
日
本
神
話
に
似
た

話
が
沢
山
在
っ
た
が
、
ア
イ
ヌ
人
達
は
長
い
間
日
本
人
の
言
葉
や
文
字
を
取
り
入
れ
な
か
っ
た
程
に
自
分

達
の
独
自
性
を
大
切
に
し
た
民
族
だ
っ
た
。
そ
ん
な
彼
等
に
伝
承
が
伝
わ
っ
た
時
期
を
考
察
す
る
と
、
彼

等
が
神
話
を
受
け
入
れ
た
の
は
縄
文
時
代
と
思
わ
れ
た
が
、
ア
イ
ヌ
民
話
の
内
容
が
各
地
方
に
依
っ
て
変
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化
し
て
お
り
、
多
く
の
部
分
で
日
本
神
話
に
似
て
い
た
の
が
ギ
リ
シ
ャ
神
話
で
あ
り
、
そ
の
話
の
内
容
や

主
旨
が
ア
イ
ヌ
民
族
の
伝
承
よ
り
も
日
本
神
話
に
近
い
と
云
う
不
思
議
な
状
況
に
成
っ
て
い
た
の
だ
。
し

か
も
中
間
伝
承
者
が
神
々
の
超
自
然
な
優
越
性
を
説
い
た
ギ
リ
シ
ャ
神
話
や
エ
ジ
プ
ト
神
話
を
日
本
列
島

に
伝
え
た
と
し
た
ら
二
〇
〇
〇
年
以
上
の
開
き
を
超
え
て
伝
え
た
事
に
成
る
が
、
そ
の
間
神
話
を
保
持
出

来
た
民
族
や
国
家
は
有
り
得
ず
、
一
万
年
以
上
続
い
た
縄
文
人
以
外
に
は
世
界
中
を
探
し
て
も
存
在
し
な

か
っ
た
。
又
ギ
リ
シ
ャ
神
話
に
は
沢
山
の
神
々
が
お
り
、
日
本
人
に
合
う
神
々
も
い
た
筈
だ
が
日
本
神
話

に
似
た
神
々
が
殆
ど
見
当
た
ら
ず
、
日
本
神
話
で
は
神
々
の
人
間
性
を
強
く
出
し
て
描
か
れ
た
が
、
ギ
リ

シ
ャ
神
話
の
神
々
の
持
つ
潜
在
能
力
を
低
下
さ
せ
、
神
々
の
不
死
の
力
を
無
く
す
る
等
神
々
の
神
秘
の
力

を
消
す
必
要
性
や
意
味
が
全
く
無
く
、
寧
ろ
政
権
を
擁
護
す
る
為
に
は
、
強
力
で
神
秘
性
の
在
っ
た
神
々

の
方
が
都
合
が
良
い
筈
だ
っ
た
の
だ
。
そ
れ
は
最
高
神
の
ゼ
ウ
ス
神
の
優
越
性
や
多
面
性
等
の
キ
ャ
ラ
ク

タ
ー
を
消
し
去
り
女
神
の
天
照
大
神
に
変
え
る
理
由
が
無
く
、
縄
文
人
達
の
文
明
が
一
万
数
千
年
以
上
続

い
た
間
に
出
来
た
神
話
や
伝
承
を
捨
て
去
り
、
無
関
係
な
ギ
リ
シ
ャ
神
話
を
ア
イ
ヌ
人
や
縄
文
人
、
更
に

大
和
朝
廷
が
取
り
上
げ
た
必
然
性
が
無
か
っ
た
の
だ
。
更
に
日
本
神
話
に
は
記
・
紀
と
ア
イ
ヌ
民
族
に
共

通
し
た
話
が
沢
山
含
ま
れ
て
お
り
、
特
に
ア
イ
ヌ
人
達
が
伝
承
を
受
け
入
れ
た
時
期
が
古
い
時
代
で
あ
り
、

大
和
朝
廷
だ
け
で
無
く
北
海
道
ま
で
そ
の
神
話
を
伝
え
る
に
は
日
本
列
島
に
来
た
だ
け
で
無
く
、
ア
イ
ヌ

民
族
等
日
本
列
島
全
体
に
強
力
な
影
響
力
を
持
っ
た
者
で
無
け
れ
ば
出
来
な
い
事
だ
っ
た
の
だ
。

そ
し
て
イ
ン
ド
の
ア
ッ
サ
ム
州
よ
り
東
の
国
々
の
神
話
に
は
、
全
体
を
通
じ
て
似
た
物
語
を
持
つ
民

族
が
存
在
せ
ず
、
も
し
中
間
伝
承
者
が
居
た
と
し
て
も
そ
の
民
族
は
現
在
滅
亡
し
て
し
ま
っ
た
と
考
え
ら

れ
た
が
、
其
程
影
響
力
の
在
っ
た
神
話
で
あ
れ
ば
周
辺
の
民
族
に
そ
の
神
話
が
残
っ
て
い
な
い
の
も
有
り

得
な
い
事
だ
っ
た
。
し
か
し
粗
筋
に
変
節
部
分
が
少
な
い
事
等
か
ら
又
聞
き
の
可
能
性
が
少
な
く
、
ギ
リ
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シ
ャ
人
が
直
接
日
本
列
島
に
来
な
け
れ
ば
説
明
が
付
か
な
い
様
な
内
容
だ
っ
た
の
だ
。
更
に
不
思
議
な
事

に
は
、
古
代
ケ
ル
ト
神
話
の
一
部
が
古
事
記
の
内
容
と
同
じ
筋
立
て
の
物
語
が
存
在
し
た
が
、
ア
イ
ル
ラ

ン
ド
の
ケ
ル
ト
神
話
は
ケ
ル
ト
人
自
ら
の
神
話
等
を
捨
て
去
り
、
古
代
に
滅
亡
し
た
と
さ
れ
た
民
族
の
宗

教
や
生
活
習
慣
、
思
想
等
も
取
り
入
れ
て
お
り
、
そ
の
古
代
民
族
の
神
話
を
自
ら
の
神
々
に
変
え
て
自
ら

の
古
代
神
話
に
し
た
程
の
熱
の
入
れ
様
で
後
継
者
と
し
て
名
乗
り
を
上
げ
て
い
た
の
だ
。
其
れ
は
偶
然
の

一
致
か
大
和
朝
廷
が
縄
文
神
話
を
受
け
入
れ
て
、
そ
の
神
々
を
自
ら
の
祭
神
と
し
た
の
と
全
く
同
じ
事
を

し
て
お
り
、
両
後
継
民
族
が
同
じ
事
を
行
っ
た
の
に
は
、
驚
き
と
共
に
歴
史
の
不
思
議
さ
を
感
じ
た
の
だ
。

し
か
し
ケ
ル
ト
神
話
は
ギ
リ
シ
ャ
神
話
程
有
名
な
話
で
は
無
く
、
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
や
英
国
と
云
う
隔
離
さ

れ
た
島
々
で
滅
亡
し
た
民
族
の
民
話
を
細
々
と
伝
え
た
話
だ
っ
た
。
そ
の
ケ
ル
ト
神
話
で
は
、
中
間
伝
承

者
の
存
在
も
有
り
得
ず
地
理
的
に
も
大
変
離
れ
て
お
り
ど
の
様
に
し
て
日
本
列
島
に
伝
わ
っ
た
の
か
。
更

に
当
時
の
敵
対
国
に
巨
大
な
ロ
ー
マ
帝
国
が
在
っ
た
が
、
ロ
ー
マ
・
ギ
リ
シ
ャ
神
話
に
は
ケ
ル
ト
神
話
が

殆
ど
含
ま
れ
て
お
ら
ず
、
更
に
ロ
ー
マ
帝
国
を
超
え
て
日
本
に
伝
わ
る
可
能
性
は
有
り
得
な
か
っ
た
。

更
に
似
た
個
所
を
比
較
検
討
す
る
と
南
米
の
伝
説
に
も
似
た
部
分
が
あ
り
、
そ
れ
ら
を
考
察
す
る
と

神
話
群
を
各
地
に
伝
え
た
民
族
が
同
一
民
族
の
可
能
性
が
高
か
っ
た
の
だ
。
そ
れ
は
ギ
リ
シ
ャ
人
が
ケ
ル

ト
神
話
や
南
米
の
民
話
を
携
え
て
太
平
洋
を
横
断
し
て
日
本
列
島
へ
来
た
と
云
う
よ
り
も
、
日
本
神
話
を

作
っ
た
縄
文
人
達
が
太
平
洋
を
横
断
し
て
南
米
に
辿
り
着
い
て
国
を
築
き
、
そ
の
国
力
が
地
中
海
ま
で
及

ん
で
影
響
を
受
け
た
古
代
ギ
リ
シ
ャ
や
古
代
エ
ジ
プ
ト
が
、
神
話
を
祖
先
か
ら
の
伝
承
と
し
て
共
通
し
た

と
す
る
方
が
合
理
的
な
説
明
が
付
い
た
の
だ
。
そ
う
な
る
と
彼
等
が
日
本
列
島
を
旅
立
っ
た
時
期
を
逆
算

す
る
と
神
話
が
両
国
に
伝
わ
っ
た
の
が
五
〇
〇
〇
年
前
頃
と
成
る
の
で
南
米
で
の
建
国
の
時
期
も
含
め
る

と
、
今
か
ら
約
七
五
〇
〇
年
前
か
ら
一
万
年
数
千
年
ぐ
ら
い
前
頃
の
話
と
云
う
事
に
成
っ
て
し
ま
う
の
だ
。
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そ
れ
は
日
本
神
話
の
創
世
記
が
太
古
の
記
録
と
し
て
驚
く
程
長
期
に
渡
り
伝
承
し
た
話
で
あ
り
、
し
か
も

縄
文
人
達
が
日
本
列
島
を
離
れ
て
か
ら
の
歳
月
を
考
え
る
と
、
一
万
年
数
千
年
前
頃
と
云
う
気
の
遠
く
な

る
程
遠
い
過
去
の
話
の
可
能
性
が
強
い
と
云
え
た
。
し
か
し
神
話
の
内
容
や
登
場
人
物
に
は
民
族
性
が
色

濃
く
投
影
し
て
い
て
、
普
通
に
読
む
と
各
民
族
の
状
況
や
風
俗
・
習
慣
、
宗
教
感
覚
の
違
い
等
が
話
に
反

映
さ
れ
て
お
り
共
通
性
が
気
付
き
難
い
内
容
に
成
っ
て
い
た
。
そ
れ
は
神
々
の
資
質
や
権
限
、
名
前
や
状

況
に
手
直
し
を
し
た
個
所
が
多
々
存
在
し
た
為
に
今
ま
で
類
似
性
を
感
じ
な
か
っ
た
の
だ
。

つ
ま
り
最
高
神
で
主
役
の
神
が
記
・
紀
で
は
女
神
の
天
照
大
神
で
古
代
ギ
リ
シ
ャ
神
話
で
は
男
神
の

ゼ
ウ
ス
神
で
男
女
の
差
が
在
っ
た
が
、
そ
れ
以
上
に
ゼ
ウ
ス
神
の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
が
唯
一
の
最
高
神
で
絶

対
的
な
力
を
持
っ
て
い
て
、
更
に
神
々
に
は
不
死
の
力
が
具
わ
り
、
死
や
恐
怖
、
弱
腰
等
の
負
の
意
思
表

示
の
感
覚
を
持
た
な
い
様
に
作
り
換
え
ら
れ
て
い
た
の
だ
。
つ
ま
り
死
ん
だ
イ
ザ
ナ
ミ
命
の
様
に
不
死
で

は
無
く
、
死
ん
だ
後
に
黄
泉
の
女
王
に
成
っ
て
も
怒
り
狂
い
夫
を
追
い
掛
け
る
人
間
性
を
色
濃
く
滲
ま
せ

た
日
本
の
神
々
に
対
し
て
、
古
代
ギ
リ
シ
ャ
の
神
々
に
は
そ
の
様
な
人
間
性
を
露
骨
に
表
す
性
格
を
持
た

ず
、
洗
練
さ
れ
た
容
姿
や
行
動
、
更
に
は
驚
く
様
な
武
器
や
道
具
を
有
し
て
人
間
を
動
物
や
物
の
様
に
扱

う
超
自
然
的
存
在
と
し
て
描
か
れ
て
い
た
。
以
上
の
事
か
ら
単
純
で
人
間
的
な
日
本
神
話
の
方
が
元
で
あ

り
、
色
々
複
雑
に
脚
色
し
て
物
語
り
風
に
書
き
換
え
、
神
々
の
力
を
向
上
さ
せ
た
の
が
ギ
リ
シ
ャ
神
話
だ

と
云
え
た
。
そ
し
て
日
本
神
話
の
創
世
記
の
最
初
の
三
神
の
話
で
は
、
ギ
リ
シ
ャ
神
話
よ
り
似
た
話
が
エ

ジ
プ
ト
神
話
に
在
っ
た
事
か
ら
、
紀
元
前
三
〇
〇
〇
年
前
頃
に
成
立
し
た
エ
ジ
プ
ト
神
話
と
ギ
リ
シ
ャ
神

話
に
影
響
を
与
え
た
話
の
大
元
は
、
両
神
話
の
内
容
を
内
蔵
し
て
い
て
長
期
間
文
明
が
続
い
た
縄
文
人
達

の
日
本
神
話
し
か
無
か
っ
た
の
だ
。
そ
し
て
日
本
と
ギ
リ
シ
ャ
・
エ
ジ
プ
ト
の
遠
く
離
れ
た
民
族
間
に
共

通
性
が
存
在
し
た
意
味
と
可
能
性
、
そ
れ
が
何
を
表
す
の
か
興
味
が
在
る
事
実
だ
っ
た
。
そ
の
理
由
を
考
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察
す
る
と
日
本
神
話
が
伝
わ
っ
た
時
に
、
最
高
神
の
ゼ
ウ
ス
神
を
ギ
リ
シ
ャ
国
内
で
信
仰
し
て
い
た
為
に

ギ
リ
シ
ャ
人
が
信
じ
た
神
々
を
中
心
に
し
て
、
ケ
ル
ト
神
話
と
同
様
に
日
本
神
話
を
取
り
入
れ
て
内
容
を

ギ
リ
シ
ャ
神
話
の
神
々
に
当
て
嵌
め
て
、
神
々
の
絶
対
性
を
強
く
出
す
様
に
意
図
的
に
変
更
を
行
っ
た
と

思
え
た
。
そ
れ
を
吟
遊
詩
人
が
物
語
風
に
し
て
い
た
が
、
神
話
の
本
筋
の
多
く
の
部
分
が
残
っ
て
い
た
の

だ
。


