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な
ぜ
日
本
に
聖
書
学
が
必
要
か

左　

近　
　

豊

は
じ
め
に

深
井
先
生
の
講
演
（「
な
ぜ
日
本
に
組
織
神
学
が
必
要
な
の
か
」『
聖
学
院
大
学
総
合
研
究
所
紀
要
』
第
四
四
号
）
に
よ
っ
て
整
え
ら
れ
た

道
筋
を
踏
ま
え
て
、
本
日
は
「
な
ぜ
日
本
に
聖
書
学
が
必
要
か
」
と
い
う
主
題
で
話
を
進
め
る
。「
な
ぜ
日
本
に
聖
書
が
必
要
か
」、
と
い
う

問
い
な
ら
ば
、「
聖
書
論
」
が
そ
れ
に
答
え
る
で
あ
ろ
う
。
今
回
は
「
な
ぜ
聖
書
学
が
必
要
な
の
か
」
と
い
う
こ
と
な
の
で
、「
聖
書
論
」
と

の
重
な
り
を
意
識
し
な
が
ら
、
主
と
し
て
近
代
「
聖
書
学
」
の
動
向
に
注
目
し
つ
つ
、
い
く
つ
か
の
モ
デ
ル
を
示
し
な
が
ら
、
日
本
に
お
け

る
こ
の
学
問
研
究
の
存
在
意
義
を
考
え
て
ゆ
く
こ
と
に
す
る
。
日
本
に
お
い
て
聖
書
学
を
営
む
意
味
を
考
え
る
と
き
、
ど
の
よ
う
な
聖
書
学

が
必
要
な
の
か
、
を
考
え
ざ
る
を
え
な
い
。
日
本
、
そ
し
て
日
本
の
教
会
が
直
面
し
て
い
る
問
題
は
、
健
全
な
聖
書
学
を
必
要
と
し
て
い
る

こ
と
を
自
覚
し
な
が
ら
。

健
全
な
聖
書
学
と
言
う
が
、
何
を
も
っ
て
健
全
・
不
健
全
を
判
断
す
る
の
か
？　

価
値
観
が
多
様
化
し
、
し
か
も
相
対
化
し
た
現
代
に
お

い
て
は
ま
こ
と
に
難
し
い
問
題
で
あ
る
。
こ
こ
で
前
回
の
深
井
先
生
が
提
起
さ
れ
た
、
日
本
で
神
学
を
研
究
す
る
に
あ
た
っ
て
「
必
要
な
こ

と
は
、
欧
米
、
そ
し
て
ア
ジ
ア
に
お
け
る
神
学
研
究
の
成
果
に
学
び
、
そ
れ
を
取
捨
選
択
し
て
自
ら
の
日
本
に
お
け
る
神
学
の
研
究
に
用
い
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る
こ
と
の
で
き
る
神
学
的
主
体
と
判
断
基
準
の
確
立
」
の
問
題
が
、
聖
書
学
に
と
っ
て
も
重
要
な
指
標
と
な
る
。
何
が
日
本
に
と
っ
て
必
要

で
、
何
が
そ
う
で
な
い
か
を
見
極
め
る
こ
と
で
「
な
ぜ
聖
書
学
が
必
要
な
の
か
」
が
見
え
て
く
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。

『
日
本
の
聖
書
学
』
の
中
で
中
沢
洽
樹
氏
は
、
一
九
六
八
年
の
時
点
で
の
日
本
の
聖
書
学
の
状
況
を
次
の
よ
う
に
論
評
し
て
い
る
。「（
戦

後
日
本
の
聖
書
学
の
進
展
は
、）
ま
だ
こ
れ
か
ら
と
い
う
感
が
深
い
。
最
も
基
礎
的
な
歴
史
や
本
文
批
評
、
文
学
史
、
伝
承
史
、
宗
教
史
等

の
領
域
に
お
い
て
も
、
本
格
的
な
研
究
は
ほ
と
ん
ど
見
当
た
ら
な
い
」（
九
頁
）
と
。
更
に
、
外
国
の
模
倣
追
随
を
や
め
て
日
本
独
自
の
も

の
を
打
ち
だ
す
べ
き
だ
が
、
そ
れ
に
は
年
期
が
い
る
。
日
本
の
聖
書
学
は
戦
後
よ
う
や
く
緒
に
つ
き
か
け
た
と
こ
ろ
。
原
典
を
本
当
に
読
み

こ
な
せ
る
も
の
は
ほ
と
ん
ど
い
な
い
。
未
だ
少
数
の
例
外
を
除
い
て
、
外
国
か
ら
学
ぶ
べ
き
時
。
ま
だ
本
当
に
必
要
な
標
準
的
な
聖
書
学
研

究
は
ほ
と
ん
ど
訳
さ
れ
て
い
な
い
。
日
本
的
思
惟
は
必
要
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
ま
ず
聖
書
そ
の
も
の
の
思
惟
の
特
質
を
、
原
典
と
外
国
の
研

究
書
に
よ
っ
て
会
得
す
る
ほ
う
が
急
務
。
西
欧
で
確
立
さ
れ
た
方
法
を
一
通
り
身
に
つ
け
た
上
で
、
そ
の
欠
陥
な
り
不
備
な
点
を
独
自
の
発

想
で
補
っ
て
ゆ
く
の
が
順
序
で
あ
る
、
と
も
述
べ
て
い
る
（
九
―
一
二
頁
参
照
）。
こ
こ
に
は
二
つ
の
問
題
意
識
が
窺
え
る
。
一
つ
は
欧
米

で
発
達
し
た
聖
書
学
の
基
礎
研
究
分
野
が
日
本
で
は
未
成
熟
で
あ
る
こ
と
、
も
う
一
つ
は
、（
未
だ
時
は
熟
し
て
い
な
い
も
の
の
）
日
本
的

思
惟
の
必
要
性
は
補
完
的
役
割
に
と
ど
ま
る
こ
と
で
あ
る
。
中
沢
氏
が
「
日
本
的
思
惟
」
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
な
定
義
を
さ
れ
る
か
は
知
る

由
も
な
い
が
、
こ
れ
を
仮
に
「
日
本
を
場
と
す
る
神
学
的
思
惟
」
と
解
釈
す
る
な
ら
ば
、
氏
の
考
え
方
に
は
、
歴
史
批
判
的
基
礎
研
究
の
成

熟
の
後
に
、
神
学
的
研
究
が
な
さ
れ
る
べ
き
と
い
う
方
法
論
的
方
向
性
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。
も
っ
と
も
な
議
論
に
思
え
る
。
わ
た
し

た
ち
も
そ
の
よ
う
な
仕
方
で
学
ん
で
き
た
。「
成
熟
」
に
は
未
だ
程
遠
い
が
、
い
く
つ
か
の
世
界
に
通
用
す
る
「
基
礎
的
研
究
」
が
研
究
者

の
裾
野
の
狭
い
こ
の
日
本
か
ら
生
み
出
さ
れ
て
き
た
。
け
れ
ど
も
「
歴
史
」
か
ら
「
神
学
」
へ
と
い
う
パ
タ
ー
ン
そ
の
も
の
に
、
大
き
な
問

題
が
潜
ん
で
い
る
こ
と
に
も
気
づ
か
さ
れ
て
き
た
。
こ
の
歴
史
学
的
方
法
か
ら
神
学
的
方
法
へ
と
い
う
二
段
階
の
順
序
で
は
、（
た
と
え
前

者
が
聖
書
学
徒
に
と
っ
て
必
須
で
あ
っ
て
も
）「
日
本
を
場
と
す
る
神
学
的
思
惟
」
に
よ
っ
て
そ
れ
ら
の
妥
当
性
を
主
体
的
に
判
断
し
、
取

捨
選
択
し
て
ゆ
く
視
点
は
生
ま
れ
に
く
い
。
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比
較
的
長
い
期
間
の
蓄
積
と
検
証
を
経
た
土
台
の
部
分
は
貴
重
な
遺
産
で
あ
り
、
学
ぶ
べ
き
部
分
は
非
常
に
多
い
が
、
そ
れ
を
ト
ー
タ
ル

に
見
直
し
な
が
ら
日
本
を
場
と
し
て
、
そ
の
場
と
対
峙
し
な
が
ら
、
新
し
い
文
化
を
形
成
し
う
る
聖
書
学
が
求
め
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
思

う
。
そ
の
手
が
か
り
に
、
ま
ず
は
聖
書
学
の
土
台
の
部
分
に
つ
い
て
検
証
し
て
み
る
こ
と
に
す
る
。

土
台
の
検
証
――
近
代
聖
書
学
の
歩
み

1
．G

abler 

と Zachariae　
「
歴
史
」
と
「
神
学
」
の
緊
張

近
代
聖
書
学
の
萌
芽
は
一
八
世
紀
中
葉
に
求
め
ら
れ
る
。
そ
れ
ま
で
教
義
学
、
お
よ
び
教
会
の
教
理
の
正
当
性
を
裏
付
け
る
役
割
を
担
っ

て
き
た
「
聖
書
学
」
が
、
自
ら
の
声
を
求
め
て
教
義
学
の
懐
か
ら
飛
び
出
し
た
の
で
あ
る
。
教
義
学
か
ら
袂
を
分
か
っ
た
聖
書
学
の
歩
み
は

そ
の
後
、
歴
史
学
と
堅
く
手
を
結
び
合
い
、
教
会
の
外
で
古
代
オ
リ
エ
ン
ト
学
、
古
代
近
東
文
学
・
語
学
、
比
較
宗
教
学
な
ど
と
歩
み
を
共

に
し
て
ゆ
く
こ
と
に
な
る
。
そ
の
過
程
で
、
正
典
は
断
片
化
さ
れ
た
史
料
（
資
料
）
と
な
り
、
救
済
史
は
分
断
さ
れ
て
宗
教
史
に
組
み
替
え

ら
れ
た
。
教
義
学
か
ら
の
独
立
を
確
固
た
る
も
の
と
す
る
あ
ま
り
に
、
聖
書
学
が
歴
史
学
へ
と
自
ら
を
解
体
さ
せ
る
事
態
を
招
く
ケ
ー
ス
も

あ
っ
た
（「
史
的
イ
エ
ス
問
題
」、
史
的
イ
ス
ラ
エ
ル
問
題
、
史
的
ダ
ビ
デ
問
題
な
ど
に
顕
著
に
見
ら
れ
る
）。
渡
辺
善
太
は
、
こ
れ
を
「
最

大
の
前
提
を
無
前
提
な
り
と
過
信
し
た
解
釈
」
と
呼
ん
で
い
る
（『
渡
辺
善
太
全
集
6 

聖
書
論
』
四
五
三
頁
以
下
参
照
）。

以
下
に
、
近
代
聖
書
学
（B

ib
lical T

h
e

o
lo

g
y

）
の
歩
み
を
駆
け
足
で
辿
る
こ
と
に
す
る
。
近
代
聖
書
学
と
教
義
学
（D

o
g

m
atic 

T
h

e
o

lo
g

y

）
の
区
別
が
鮮
明
に
な
り
始
め
る
の
は
一
八
世
紀
後
半
に
活
躍
を
し
た
、Z

ach
ariae

 

とG
ab

le
r

に
お
い
て
で
あ
る
。
彼
ら
はR

. 

S
im

o
n

の
歴
史
批
判
的
方
法
とB

. S
p

in
o

za, R
. D

e
scarte

s, G
.E

. L
e

ssin
g

に
代
表
さ
れ
る
近
代
合
理
主
義
の
影
響
を
受
け
、
し
か
も
ド
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イ
ツ
敬
虔
主
義
の
雰
囲
気
に
と
ど
ま
っ
て
い
た
聖
書
学
者
た
ち
で
あ
る
。G

. T
. Z

ach
ariae

, B
iblisch

e T
h
eologie od

er U
n

tersu
ch

u
n

g d
es 

biblisch
en

 G
ru

n
d
es d

er vorn
eh

m
sten

 th
eologisch

en
 L

eh
ren

（1
7

7
1

―7
5

: 1
7

8
6

）
で
彼
は
、
聖
書
と
教
会
の
教
理
を
比
較
し
、
教
理
が

聖
書
に
即
し
て
い
る
か
否
か
を
検
証
し
、
必
要
に
応
じ
て
聖
書
に
基
づ
い
て
修
正
す
る
こ
と
、
な
ら
び
に
、
聖
書
の
言
述
を
教
義
学
的
用
語

に
よ
っ
て
で
は
な
く
聖
書
そ
れ
自
体
の
用
語
で
論
じ
る
聖
書
学
の
あ
り
方
を
提
唱
し
た
。Z

ach
ariae

が
先
鞭
を
つ
け
た
聖
書
学
と
教
義
学

の
分
離
を
よ
り
徹
底
さ
せ
た
の
がJ. P. G

ab
le

r, “A
n

 O
ratio

n
 o

n
 th

e
 P

ro
p

e
r D

istin
ctio

n
 B

e
tw

e
e

n
 B

ib
lical an

d
 D

o
g

m
atic T

h
e

o
lo

g
y

 

an
d

 th
e

 S
p

e
cifi

c O
b

je
ctive

s o
f E

ach
”

（in
au

g
u

ral ad
d

re
ss at th

e
 U

n
ive

rsity
 o

f A
ltd

o
rf, 1

7
8

7

）
で
あ
っ
た
。G

ab
le

r

に
と
っ
て
教

義
学
は
時
代
に
即
し
て
常
に
変
わ
り
ゆ
く
営
み
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
営
み
に
左
右
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
、
歴
史
に
根
ざ
し
た
不
変
の
学

と
し
て
の
聖
書
学
確
立
の
必
要
性
を
痛
感
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
ま
ず
歴
史
批
判
的
方
法
を
用
い
て
聖
書
宗
教
の
全
体
像
を
記

述
し
（
＝“

T
ru

e
 B

ib
lical T

h
e

o
lo

g
y

”
）、
更
に
、
い
つ
の
時
代
に
も
変
わ
る
こ
と
の
な
い
普
遍
的
な
聖
書
の
教
え
（
＝“P

u
re

 B
ib

lical 

T
h

e
o

lo
g

y
”

）
を
抽
出
す
る
営
み
と
し
て
構
想
さ
れ
た
。G

ab
le

r

は
、
こ
の“P

u
re

 B
ib

lical T
h

e
o

lo
g

y
” 

に
よ
っ
て
揺
ら
ぎ
な
き
普
遍
的
真

理
か
ら
な
るd

icta p
ro

b
an

tia

（
証
明
章
句
）
の
集
成
が
可
能
と
な
り
、
教
義
学
に
と
っ
て
、
よ
り
確
か
な
聖
書
的
根
拠
を
提
供
し
う
る
と

考
え
た
よ
う
で
あ
る
。G

ab
le

r

の
意
に
反
し
て
聖
書
学
者
と
教
義
学
者
は
手
を
取
り
合
う
こ
と
の
な
い
ま
ま
、
教
義
学
か
ら
分
離
さ
れ
た

聖
書
学
の
独
自
の
歩
み
は
加
速
度
を
増
し
て
い
っ
た
。
彼
の
提
唱
し
た
区
分
は
、
そ
の
後
の
聖
書
学
の
帰
趨
を
決
す
る
も
の
と
な
り
、
聖
書

学
は
記
述
的
、
歴
史
学
的
に“W

h
at it m

e
an

t ” 

を
扱
う
も
の
と
し
て
、
規
範
的
、
神
学
的
に“

W
h

at it m
e

an
s ” 

を
扱
う
教
義
学
か
ら
は
区

別
し
て
論
じ
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
（K

. S
te

n
d

ah
l, “B

ib
lical T

h
e

o
lo

g
y, C

o
n

te
m

p
o

rar
y, ” ID

B
 I, 4

1
8

―4
3

2
 

参
照
）。

記
述
的
・
歴
史
学
的
営
み
と
し
て
の
聖
書
学
は
、
一
八
―
一
九
世
紀
に
合
理
主
義
、
ド
イ
ツ
観
念
論
の
影
響
を
受
け
な
が
ら
、
わ
ず
か
に

vo
n

 H
o

fm
an

n
 

に
代
表
さ
れ
る
救
済
史
学
派
に
よ
る
修
正
を
見
る
も
、K

. H
. G

raf, A
. K

u
e

n
e

n
,  

そ
し
て J. W

e
llh

au
se

n
 

を
擁
し
た
宗
教

史
学
派
に
よ
っ
て
席
巻
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
一
九
世
紀
末
か
ら
二
〇
世
紀
初
頭
に
か
け
て
活
躍
し
た
宗
教
史
学
派
は
、
古
代
近
東
の
諸

宗
教
と
の
比
較
を
通
し
て
古
代
イ
ス
ラ
エ
ル
宗
教
史
の
再
構
築
を
ひ
た
す
ら
追
い
求
め
た
。
聖
書
は
そ
の
た
め
の
史
料
と
し
て
分
断
、
相
対
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化
さ
れ
、
聖
書
学
は
こ
の
間
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
歴
史
観
に
沿
っ
た
宗
教
発
展
史
に
取
っ
て
替
わ
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

2
．Eichrodt

とvon R
ad　

「
契
約
」
か
？
「
救
済
史
」
か
？

二
〇
世
紀
前
半
に
起
き
た
二
つ
の
世
界
大
戦
に
挟
ま
れ
た
時
期
に
聖
書
学
の
世
界
に
地
殻
変
動
が
生
じ
、G

ab
le

r

以
来
の
聖
書
学
が
抱

い
て
き
た
関
心
は
、
普
遍
的
理
念
の
探
究
か
ら
、
聖
書
宗
教
の
本
質
の
追
求
へ
と
移
行
し
て
い
っ
た
。
そ
の
理
由
を
い
く
つ
か
挙
げ
る
な
ら

ば
、
一
九
世
紀
の
極
端
な
歴
史
主
義
と
進
化
論
的
歴
史
発
展
論
へ
の
反
動
、
聖
書
的
啓
示
へ
の
関
心
の
高
ま
り
、
危
機
的
時
代
が
も
た
ら
し

た
聖
書
の
神
学
的
側
面
の
再
評
価
、
そ
し
て
カ
ー
ル
・
バ
ル
ト
の
神
の
言
葉
の
神
学
の
イ
ン
パ
ク
ト
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
よ
う
。

こ
の
移
行
期
に
な
さ
れ
た
議
論
を
一
つ
例
に
と
っ
て
問
題
を
浮
き
彫
り
に
し
た
い
と
思
う
。
そ
れ
は
一
九
二
〇
年
代
にO

. E
issfe

ld
t 

と

W
. E

ich
ro

d
t 

の
間
で
繰
り
広
げ
ら
れ
た
古
代
イ
ス
ラ
エ
ル
宗
教
史
と
（
旧
約
）
聖
書
神
学
の
関
係
を
巡
る
論
争
で
あ
る
。E

issfe
ld

t 

に
と
っ

て
、
イ
ス
ラ
エ
ル
宗
教
史
学
は
、
い
か
な
る
価
値
判
断
も
伴
わ
な
い
客
観
的
営
み
で
あ
っ
て
、
歴
史
批
判
的
方
法
は
宗
教
の
本
質
を
捉
え

る
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
に
対
し
て
聖
書
学
は
、
敬
虔
と
信
仰
告
白
に
根
ざ
し
て
お
り
、
神
の
啓
示
と
真
理
に
関
わ
る
営

み
と
捉
え
ら
れ
て
い
た
。
こ
の
よ
う
に
歴
史
と
啓
示
、
歴
史
と
神
学
は
二
項
対
立
、
も
し
く
は
緊
張
関
係
に
お
か
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
歴
史

学
的
分
析
と
神
学
的
論
述
と
は
調
和
し
え
な
い
も
の
で
あ
り
、
聖
書
学
は
あ
く
ま
で
も
神
学
的
規
範
的
営
み
で
あ
る
べ
き
、
と
し
た
の
が

E
issfe

ld
t

の
立
場
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て B

ase
l 

で B
arth

の
同
僚
で
あ
っ
た E

ich
ro

d
t 

は
、
宗
教
史
学
と
神
学
を
二
元
論
で
捉
え
る

の
で
は
な
く
、
両
者
の
総
合
を
主
張
し
た
。
そ
の
方
法
と
し
て
、
彼
は
、
歴
史
学
的
探
究
は
、
発
展
的
な
分
析
に
よ
っ
て
ク
ロ
ノ
ロ
ジ
カ
ル

に
縦
断
的
（L

än
g

ssch
n

itt

）
に
イ
ス
ラ
エ
ル
宗
教
を
捉
え
る
も
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
に
満
足
す
る
こ
と
な
く
、
さ
ら
に
ト
ピ
カ
ル
に
横
断

的
（Q

u
e

rsch
n

itt

）
に
聖
書
思
想
の
全
体
像
を
組
織
的
に
捉
え
る
こ
と
を
提
唱
し
た
。
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① E
ich

ro
d

t

の
聖
書
学

こ
の
論
争
を
経
て E

ich
ro

d
t 

は
そ
の
『
旧
約
聖
書
神
学
』T

h
eologie d

es A
lten

 T
esta

m
en

ts

（3
 vo

ls, 1
9

3
3

―1
9

3
9

）
の
中
で
、（
旧
約
）

聖
書
学
に
は
重
な
り
合
う
二
つ
の
相
が
あ
り
、
一
つ
は
比
較
宗
教
学
的
な
相
、
そ
し
て
も
う
一
つ
が
新
約
聖
書
を
指
向
す
る
相
で
あ
る
と
述

べ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
一
方
で
古
代
近
東
世
界
の
諸
宗
教
と
の
長
期
間
に
わ
た
る
折
衝
の
中
で
取
捨
選
択
を
経
て
、
そ
の
独
自
性
を
確
立

し
て
き
た
聖
書
の
側
面
を
明
ら
か
に
し
（「
旧
約
聖
書
の
宗
教
を
知
る
も
の
は
、
多
く
を
知
る
」）、
他
方
、
旧
約
聖
書
は
、
そ
の
成
就
で
あ

る
キ
リ
ス
ト
の
顕
現
な
し
に
は
完
結
し
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
新
約
聖
書
と
の
本
質
的
一
貫
性
を
前
提
と
し
て
な
さ
れ
る
キ
リ
ス
ト
教

神
学
に
属
す
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
新
約
聖
書
な
し
に
は
「（
頭
な
き
）
ユ
ダ
ヤ
教
の
胴
体
だ
け
の
よ
う
な
格
好
」
の
聖
書
学
だ
と
考
え
て

い
た
よ
う
だ
。
こ
こ
に
歴
史
的
発
展
主
義
と
教
義
学
的
輪
郭
のvia m

e
d

ia

を
目
指
すE

ich
ro

d
t 

の
聖
書
学
が
あ
る
。
ち
な
み
に
彼
は
、
ト

ピ
カ
ル
に
横
断
的
に
聖
書
を
貫
く
思
想
を
「
契
約
」
に
見
出
し
た
。
そ
れ
は
抽
象
的
な
概
念
と
い
う
よ
り
も
「
神
と
イ
ス
ラ
エ
ル
」「
神
と

人
」
そ
し
て
「
神
と
世
界
」
の
間
に
結
ば
れ
る
、
聖
書
全
体
を
視
野
に
入
れ
た
、
多
面
的
か
つ
生
き
生
き
と
し
た
関
係
概
念
と
捉
え
ら
れ
る

も
の
で
あ
っ
た
。

② vo
n

 R
ad

の
聖
書
学

聖
書
学
に
お
け
る
「
歴
史
」
と
「
神
学
」
の
関
係
に
つ
い
て
、
こ
れ
と
は
別
の
モ
デ
ル
を
提
示
し
た
人
物
がG

. vo
n

 R
ad

（1
9

0
1

―1
9

7
1

）

で
あ
る
。
そ
の
『
旧
約
神
学
』（T

h
eologie d

es A
lten

 T
esta

m
en

ts, 2
 vo

ls, 1
9

5
7

―1
9

6
1

）
に
お
い
て vo

n
 R

ad
 

は
、
方
法
論
的
に
はH

. 

G
u

n
k

e
l

（1
8

6
2

―1
9

3
2

）
に
遡
る
様
式
史
批
判
、
並
び
に
伝
承
史
批
判
と
い
っ
た
歴
史
批
判
的
方
法
、
お
よ
び J. G

. H
e

rd
e

r

（1
7

4
4

―

1
8

0
3

）
の
ロ
マ
ン
主
義
に
依
拠
し
な
が
ら
、
歴
史
に
お
け
る
神
の
御
業
に
つ
い
て
の
イ
ス
ラ
エ
ル
の
諸
証
言
（
信
仰
告
白
）
が
、
伝
承
過
程

で
語
り
な
お
さ
れ
、
新
し
い
も
の
が
付
け
加
え
ら
れ
、
古
い
も
の
は
再
解
釈
さ
れ
る
形
で
現
在
化
さ
れ
、
イ
ス
ラ
エ
ル
の
救
済
史
は
形
成
さ
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れ
た
、
と
考
え
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
新
約
聖
書
は
旧
約
聖
書
に
よ
り
、
旧
約
聖
書
に
お
い
て
す
で
に
準
備
さ
れ
た
過
程
の
論
理
的
帰
結
で

あ
る
と
も
述
べ
て
い
る
。

こ
れ
は
彼
の
一
九
三
八
年
発
表
の
「
六
書
に
お
け
る
様
式
史
的
問
題
」
に
お
い
て
既
に
萌
芽
が
見
ら
れ
る
。
後
に
申
し
上
げ
る
こ
と
と
関

わ
り
が
あ
る
の
で
、
少
し
詳
し
く
そ
の
議
論
を
紹
介
す
る
。vo

n
 R

ad
 

は
申
命
記
二
六
・
五
―
九
、
六
・
二
〇
―
二
四
、
そ
し
て
ヨ
シ
ュ
ア

二
四
・
一
―
一
三
に
あ
る
「
イ
ス
ラ
エ
ル
最
古
の
信
仰
告
白
」
は
、
礼
拝
に
お
い
て
、
歴
史
的
回
顧
と
し
て
物
語
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
イ

ス
ラ
エ
ル
の
神
で
あ
る
Y
H
W
H
の
決
定
的
な
介
入
と
み
業
の
経
験
に
根
ざ
し
た
も
の
で
あ
る
と
考
え
た
。
こ
の
信
仰
告
白
に
は
三
つ
の

基
本
的
な
要
素
が
あ
り
、
一
つ
目
は
父
祖
に
関
す
る
簡
単
な
言
及
で
あ
り
、
こ
れ
は
創
世
記
一
二
―
三
六
章
に
展
開
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。

次
に
よ
り
詳
細
に
エ
ジ
プ
ト
の
奴
隷
の
家
か
ら
の
解
放
、
そ
し
て
約
束
の
地
の
取
得
が
語
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
が
「
信
仰
告
白
」
の
中
核
を

担
っ
て
い
る
。
こ
の
信
仰
告
白
は
二
つ
の
発
展
を
経
て
イ
ス
ラ
エ
ル
の
信
仰
を
十
全
に
明
ら
か
に
す
る
も
の
と
な
っ
た
。
ま
ず
、
こ
の
簡
潔

な
信
仰
告
白
が
幾
世
代
に
わ
た
っ
て
な
さ
れ
る
中
で
、
ふ
く
ら
ま
せ
ら
れ
、
他
の
い
く
つ
か
の
テ
ー
マ
を
付
着
さ
せ
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ

る
。
こ
の
「
信
仰
告
白
」
を
核
と
し
て
、
創
世
記
一
―
一
一
章
の
創
造
記
事
が
付
加
（V

o
rb

au

）
さ
れ
、
創
世
記
一
二
―
五
〇
章
の
族
長

物
語
が
拡
張
（A

u
sb

au

）
さ
れ
、
こ
れ
ら
に
、
独
自
に
発
展
し
て
い
た
シ
ナ
イ
伝
承
が
取
り
込
ま
れ
（E

in
b

au

）、
そ
の
ほ
か
の
い
く
つ
か

の
箇
所
が
加
え
ら
れ
て
創
世
記
か
ら
ヨ
シ
ュ
ア
記
ま
で
の
六
書
と
な
っ
た
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
拡
張
は
創
世
記
一
二
・
一
―
三
に
あ

る
土
地
の
約
束
か
ら
ヨ
シ
ュ
ア
二
一
・
四
三
―
四
五
の
土
地
取
得
に
お
け
る
約
束
の
成
就
へ
と
至
る
イ
ス
ラ
エ
ル
の
信
仰
の
筋
道
に
そ
っ
て

な
さ
れ
、
そ
れ
が
イ
ス
ラ
エ
ル
の
救
済
史
を
構
成
す
る
と
い
う
の
だ
。

そ
し
て vo
n

 R
ad

 

に
お
い
て
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
の
は
、
信
仰
告
白
の
場
に
関
す
る
議
論
で
あ
る
。
彼
は S

. M
o

w
in

ck
e

l 

の
祭
儀
史
的

視
点
を
取
り
入
れ
て
、
イ
ス
ラ
エ
ル
の
ク
レ
ド
ー
（
信
仰
告
白
）
は
、
そ
れ
自
体
（
申
命
記
二
六
・
五
）
が
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
祭
儀

（
礼
拝
）
を
場
と
し
て
い
た
と
理
解
し
て
い
る
。
信
仰
告
白
が
、
救
い
の
出
来
事
を
直
接
味
わ
っ
て
い
な
い
人
た
ち
、
後
の
時
代
の
「
救
い

を
知
ら
な
い
子
供
た
ち
」
に
救
い
を
継
承
す
る
こ
と
を
目
的
に
し
て
語
ら
れ
る
。
親
の
世
代
が
子
の
世
代
へ
、
そ
し
て
ま
た
そ
の
次
の
世
代
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へ
と
、（
歴
史
に
お
け
る
神
の
大
い
な
る
業
に
根
ざ
し
た
）
イ
ス
ラ
エ
ル
の
「
最
古
の
」
信
仰
告
白
を
核
と
し
て
、
礼
拝
共
同
体
が
直
面
す

る
新
し
い
状
況
や
様
々
な
危
機
に
向
け
て
、
再
解
釈
さ
れ
、
新
た
な
要
素
を
加
え
な
が
ら
、
語
り
な
お
さ
れ
、
語
り
継
が
れ
て
き
た
の
が

「
正
典
」
で
あ
る
と
い
う
の
だ
。
こ
こ
に
はE

ich
ro

d
t

の
言
及
し
た
よ
う
な
、
聖
書
の
規
範
的
中
心
、
と
い
っ
た
考
え
方
は
見
当
た
ら
な
い
。

む
し
ろ vo

n
 R

ad
 

は
規
範
的
プ
ロ
セ
ス
と
言
え
る
も
の
を
考
え
て
お
り
、
こ
の
プ
ロ
セ
ス
に
参
与
す
る
こ
と
で
、
新
し
い
世
代
は
規
範
的
共

同
体
の
成
員
と
さ
れ
て
ゆ
く
も
の
と
し
て
い
る
。「
歴
史
」
と
「
神
学
」
を
総
合
し
て
「
契
約
（
関
係
）」
と
い
う
一
つ
の
中
心
を
す
え
た
の

がE
ich

ro
d

t

な
ら
ば
、vo

n
 R

ad
 

は
両
者
を
、
常
に
前
進
す
る
「
ケ
リ
ュ
グ
マ
」
の
プ
ロ
セ
ス
＝
「
救
済
史
」
に
お
い
て
結
び
つ
け
よ
う
と

し
て
い
る
。

彼
は
「
史
的
研
究
は
批
評
的
に
確
証
さ
れ
た
ミ
ニ
マ
ム
を
求
め
、
ケ
リ
ュ
グ
マ
的
像
は
神
学
的
マ
キ
シ
マ
ム
へ
と
傾
斜
す
る
」
と
い
う

新
約
学
者 D

ah
l 

の
言
葉
を
引
用
し
な
が
ら
、
史
的
イ
ス
ラ
エ
ル
像
と
ケ
リ
ュ
グ
マ
的
イ
ス
ラ
エ
ル
像
の
乖
離
が
聖
書
学
の
負
っ
て
い
る
重

荷
で
あ
り
、
両
者
の
並
立
を
「
当
分
は
妥
協
し
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
自
覚
し
つ
つ
、
他
方
で
ケ
リ
ュ
グ
マ
の
歴
史
性
を
弁
証
し
、

「
史
的
・
批
評
的
研
究
で
は
到
達
し
え
な
い
歴
史
体
験
の
深
層
か
ら
証
言
し
て
い
る
」
も
の
と
述
べ
て
い
る
。
こ
こ
に
近
代
聖
書
学
者
で
あ

り
、
神
学
者
で
あ
る vo

n
 R

ad
 

の
深
み
へ
と
向
か
う
跳
躍
へ
の
あ
こ
が
れ
が
見
ら
れ
る
。vo

n
 R

ad
 

自
身
は
歴
史
学
と
し
て
の
聖
書
学
を
超

克
す
る
こ
と
は
で
き
ず
に
踏
切
板
に
舞
い
戻
っ
て
し
ま
っ
た
が
、
次
世
代
聖
書
学
へ
の
道
を
開
く
あ
こ
が
れ
で
あ
っ
た
こ
と
は
確
か
で
あ

る
。こ

の
深
み
へ
の
跳
躍
を
促
し
た
き
っ
か
け
は
何
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
？　

ひ
と
つ
の
可
能
性
と
し
て
、
彼
の
生
き
た
社
会
的
、
思
想
的
コ
ン

テ
ク
ス
ト
を
考
え
て
み
よ
う
。「
イ
ス
ラ
エ
ル
最
古
の
信
仰
告
白
」
を
「
進
行
す
る
救
済
史
」
の
源
泉
に
す
え
た
彼
の
論
文
が
発
表
さ
れ
た

の
は
一
九
三
八
年
。
こ
の
発
表
時
期
に
ド
イ
ツ
の
告
白
教
会
と
の
彼
の
関
わ
り
を
見
るW

. B
ru

e
g

g
e

m
an

n

の
指
摘
は
興
味
深
い
。
実
は
こ

れ
に
先
立
つ
一
九
三
六
年
に
は
、
自
然
神
学
と
結
び
つ
き
う
る
「
創
造
」
に
つ
い
て
、
イ
ス
ラ
エ
ル
宗
教
に
と
っ
て
本
質
的
な
テ
ー
マ
で
は

な
く
、
二
次
的
か
つ
周
縁
的
な
も
の
と
述
べ
た
論
文
も
出
し
て
い
る
。
こ
こ
に
は vo

n
 R

ad
 

と
い
う
一
人
の
聖
書
学
者
の
教
会
的
実
存
の
か
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か
っ
た
闘
い
が
あ
り
、
歴
史
体
験
が
あ
る
。
さ
ら
に
踏
み
込
ん
で
、
こ
れ
は
、
ひ
と
つ
の
教
会
的
場
を
持
っ
た
聖
書
学
と
も
い
え
る
。
教
会

の
敬
虔
、
祈
り
、
そ
し
て
倫
理
が
生
み
出
す
聖
書
学
が
あ
り
、
ひ
る
が
え
っ
て
聖
書
学
が
、
そ
の
場
に
あ
っ
て
神
学
形
成
に
寄
与
す
る
可
能

性
も
示
唆
し
て
い
る
。

3
．C

hilds 
とB

rueggem
ann　

正
典
論
と
教
会
の
場

さ
て
、
聖
書
学
のS

itz im
 L

e
b

e
n

（
場
）
は
信
仰
共
同
体
で
あ
る
が
、
そ
の
共
同
体
が
揺
ら
ぐ
と
き
、
聖
書
学
も
揺
ら
ぐ
の
で
あ
る
。
そ

の
例
と
し
て
北
米
に
目
を
転
じ
て
み
よ
う
。vo

n
 R

ad

の
聖
書
学
に
呼
応
す
る
も
の
と
し
て
北
米
に
はG

. E
. W

rig
h

t

に
よ
るG

od
 W

h
o 

A
cts: B

iblica
l T

h
eology a

s R
ecita

l
（1

9
5

2

）
が
あ
っ
た
。W

rig
h

t

は
「
歴
史
に
働
か
れ
る
神
の
み
業 G

o
d

’s m
ig

h
ty

 acts in
 h

isto
r
y

」

を
再
解
釈
し
、
追
体
験
し
、
語
り
継
ぐ
神
学
的
営
み
と
並
ん
で
、G

o
d

’s m
ig

h
ty

 acts 

を
歴
史
学
的
に
裏
付
け
る
べ
く
「
聖
書
考
古
学
」
の

発
展
に
尽
く
し
、
第
二
次
対
戦
後
の
欧
米
に
お
い
て
一
時
代
を
風
靡
し
た
、
い
わ
ゆ
るB

ib
lical T

h
e

o
lo

g
y

 M
o

ve
m

e
n

t

の
有
力
な
担
い

手
の
一
人
と
な
っ
た
。
こ
の
運
動
の
特
徴
と
し
て J. B

arr 

が
挙
げ
て
い
る
の
は
、
反
哲
学
的
視
点
（
一
八
世
紀
敬
虔
主
義
の
残
滓
）、
教

義
学
的
体
系
化
の
拒
絶
、
ギ
リ
シ
ャ
思
想
、
カ
テ
ゴ
リ
ー
で
は
な
く
、
旧
約
聖
書
の
ヘ
ブ
ラ
イ
思
想
の
強
調
、
新
旧
両
約
聖
書
の
統
一
性

の
尊
重
、
言
語
学
的
ア
プ
ロ
ー
チ
の
重
用
、
古
代
近
東
世
界
の
中
で
の
聖
書
の
独
自
性
の
重
視
（G

 .E
. W

rig
h

t

のT
h
e O

ld
 T

esta
m

en
t 

A
ga

in
st Its E

n
viron

m
en

t, 1
9

5
0

）、
歴
史
に
お
け
る
啓
示
の
重
視
（G

od
’s m

igh
ty a

cts in
 h

istory

）、
聖
書
学
と
神
学
の
連
関
な
ど
で
あ

る
が
、
こ
れ
は
広
く
教
会
を
巻
き
込
ん
だ
一
大
運
動
と
な
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、B

. C
h

ild
s

がB
iblica

l T
h
eology in

 C
risis 

を
世
に
問
う
た

一
九
七
〇
年
前
後
を
境
に
下
火
と
な
り
、
北
米
聖
書
学
は
、
激
動
期
に
入
る
。
こ
の
時
期
、
北
米
の
聖
書
学
の
場
を
担
っ
て
き
た
メ
イ
ン
ラ

イ
ン
諸
教
派
は
、
内
に
混
沌
を
は
ら
ん
で
い
た
。
北
米
社
会
全
体
の
混
乱
し
た
状
況
と
も
連
動
し
た
も
の
と
い
え
る
。
さ
ま
ざ
ま
な
秩
序
や

制
度
が
相
対
化
さ
れ
、
崩
れ
て
い
っ
た
。
そ
の
崩
壊
の
中
に
産
声
を
あ
げ
た
の
が
二
〇
〇
七
年
六
月
に
八
三
歳
の
生
涯
を
閉
じ
た B

re
vard
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S
. C

h
ild

s

のC
an

o
n

ical A
p

p
ro

ach
 

で
あ
る
。

① C
h

ild
s

の
聖
書
学　

正
典
論

北
米
社
会
の
ひ
と
つ
の
崩
壊
の
時
代
に
、C

h
ild

s 

は
聖
書
学
に
お
い
て
も
、
い
わ
ゆ
る
「
啓
蒙
主
義
時
代
」
以
来
の
学
問
的
枠
組
み
の
揺

ら
ぎ
を
見
出
し
、
歴
史
批
判
的
方
法
は
聖
書
の
神
学
的
探
求
に
寄
与
し
え
な
い
と
言
い
切
っ
た
。
歴
史
批
判
的
研
究
に
依
拠
し
た
聖
書
学
の

歩
み
が
袋
小
路
に
入
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
久
し
く
続
い
た
歴
史
学
に
解
消
し
つ
つ
あ
っ
た
聖
書
学
の

破
綻
が
宣
告
さ
れ
た
（
ち
な
み
に
文
芸
学
的
方
法
へ
の
先
鞭
を
つ
け
た J. M

u
ile

n
b

u
rg

 

の“F
o

rm
-criticism

 an
d

 b
e

y
o

n
d

” 

も
一
九
六
八

年
の S

o
cie

ty
 o

f B
ib

lical L
ite

ratu
re

 

総
会
で
の
会
長
講
演
で
あ
っ
た
）。C

h
ild

s 

は
、
こ
の
危
機
を
受
け
止
め
、
神
学
的
営
み
と
し
て
の

聖
書
学
構
築
の
た
め
に
正
典
的
ア
プ
ロ
ー
チ
を
展
開
す
る
の
で
あ
る
。
彼
に
と
り
、
聖
書
学
は
、
キ
リ
ス
ト
教
正
典
の
文
脈
に
お
い
て
の
み

可
能
と
な
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
聖
書
は
そ
も
そ
も
信
仰
共
同
体
に
お
い
て
成
立
し
て
き
た
書
物
ゆ
え
、
共
同
体
信
仰
の
規
範
で
あ
る
正
典
こ
そ

が
「
聖
書
学
」
の
文
脈
と
し
て
最
適
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
信
仰
共
同
体
は
、
常
に
聖
書
を
「
い
ま
あ
る
形
」
で
用
い
て
き
て
お
り
、
学
問

的
世
界
で
の
歴
史
資
料
と
し
て
の
用
法
と
の
間
に
は
大
き
な
ギ
ャ
ッ
プ
が
存
在
し
て
い
る
と
し
、
学
界
に
は
、
聖
書
の
正
典
的
形
（F

in
al 

F
o

rm
, 「

最
終
形
態
」）
と
そ
の
文
脈
を
再
認
識
す
る
必
要
を
迫
っ
た
。C

h
ild

s 

に
と
り
聖
書
学
の
対
象
は
テ
キ
ス
ト
の
背
後
に
あ
る
出
来
事

で
は
な
く
、
正
典
的
文
書
で
あ
り
、
旧
約
聖
書
神
学
で
あ
っ
て
も
そ
れ
は
本
質
的
に
キ
リ
ス
ト
教
神
学
の
範
疇
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。

さ
て
、C

h
ild

s

の
「
正
典
的 C

an
o

n
ical

」
の
指
す
も
の
は
、
そ
の
主
要
な
い
く
つ
か
の
書
物
の
間
で
必
ず
し
も
一
定
で
は
な
い
が
、
編

集
史
批
判
を
経
た
後
の
最
終
段
階
を
指
す
も
の
で
は
な
く
、
聖
書
を
正
典
と
し
て
読
む
解
釈
学
的
立
場
を
指
す
と
す
る
点
で
は
揺
ら
ぎ
な

い
。
ま
た
正
典
的
ア
プ
ロ
ー
チ
と
は
、
旧
約
聖
書
が
そ
の
正
典
的
・
最
終
形
態
に
お
い
て
な
す
証
言
を
十
全
に
聞
き
取
る
べ
く
聖
書
全
体

を
総
合
的
に
捉
え
る
批
判
的
・
神
学
的
ア
プ
ロ
ー
チ
の
こ
と
で
あ
り
、
歴
史
批
判
的
、
比
較
的
方
法
を
用
い
て
こ
れ
を
な
す
も
の
と
し
て
い

る
。
さ
ら
に
彼
の
言
う
「
正
典
」
と
は
、
古
代
イ
ス
ラ
エ
ル
以
来
、
捕
囚
期
・
捕
囚
期
後
に
最
も
盛
ん
に
行
わ
れ
た
集
成
、
選
択
、
配
列
の
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歴
史
的
プ
ロ
セ
ス
を
伴
う
規
範
的
文
書
の
こ
と
を
指
し
て
使
わ
れ
る
場
合
が
多
い
。
ま
た
、
か
つ
て
或
る
特
定
の
歴
史
的
文
脈
、
も
し
く
は

状
況
に
根
ざ
し
て
い
た
が
、
そ
れ
を
味
わ
っ
て
い
な
い
後
代
の
人
々
に
生
け
る
神
の
み
業
を
味
わ
わ
せ
る
た
め
に
形
成
さ
れ
た
諸
伝
承
の
こ

と
を
指
す
場
合
も
あ
る
。
こ
こ
ま
で
で
分
か
る
の
は
、vo

n
 R

ad

の
用
語
で
あ
る
「
最
終
形
態
」「
現
在
化
」「re

te
llin

g

」
を
引
き
継
い
で

展
開
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
宗
教
改
革
者
達
や
バ
ル
ト
の
「
生
け
る
神
の
言
葉
」
の
神
学
に
立
ち
、
様
式
史
批
判
的
方
法
、
文
芸
学
的
方

法
、
そ
し
て
影
響
史
的
方
法
を
総
合
的
に
用
い
る
立
場
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
こ
の
よ
う
な C

h
ild

s 

の
「
正
典
論
」
に
つ
い
て
は
、（
組

織
神
学
、
教
義
学
で
は
な
く
）
聖
書
学
の
立
場
か
ら
、
い
く
つ
か
の
批
判
が
な
さ
れ
て
き
た
。
ま
ず
、「
正
典
」
は
固
定
し
た
も
の
で
は
な

く
、
順
序
や
章
数
な
ど
歴
史
的
に
は
流
動
的
で
あ
っ
た
点
、
ま
た
最
終
形
態
で
現
れ
た
神
学
が
聖
書
全
体
の
神
学
と
い
え
る
か
ど
う
か
と
い

う
点
、
個
々
の
伝
承
に
そ
れ
ぞ
れ
の
神
学
的
価
値
が
あ
る
は
ず
と
す
る
点
な
ど
で
あ
る
。

と
は
い
え C

h
ild

s 

の
正
典
的
ア
プ
ロ
ー
チ
の
神
学
的
意
義
は
な
ん
ら
損
な
わ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。C

h
ild

s 

の
聖
書
学
は
明
確
に
教
会

的
場
を
持
っ
て
い
る
。
彼
はP

rin
ce

to
n

神
学
校
で
神
学
教
育
（B

. D
.

）
を
修
め
、（E

ich
ro

d
t

の
下
で
）
学
位
を
取
得
し
た
バ
ー
セ
ル
で
の

バ
ル
ト
と
の
出
会
い
を
経
て
、
北
米
東
部
の
エ
ス
タ
ブ
リ
ッ
シ
ュ
メ
ン
ト
の
一
角
で
あ
る Y

ale
 

大
学
で
神
学
を
講
じ
な
が
ら
、
終
生
、
長

老
教
会
、
聖
公
会
で
の
教
会
生
活
を
重
ん
じ
て
い
た
と
い
う
。
彼
に
と
っ
て
七
〇
年
代
以
降
に
特
に
顕
著
に
な
っ
た
北
米
聖
書
学
界
の
方
法

論
に
お
け
る
多
元
的
状
況
は
、
憂
慮
す
べ
き
も
の
で
あ
り
、
教
会
の
規
範
で
あ
る
正
典
の
権
威
復
権
を
必
須
の
課
題
と
し
て
い
た
。
聖
書
学

は C
h

ild
s 

に
と
っ
て
、
崩
壊
し
ゆ
く
北
米
社
会
、
長
期
低
落
傾
向
に
あ
っ
た
メ
イ
ン
ラ
イ
ン
教
会
、
絶
対
者
を
見
失
っ
て
相
対
主
義
に
陥
っ

た
キ
リ
ス
ト
教
世
界
を
深
く
憂
え
た
教
会
的
実
存
の
か
か
っ
た
闘
い
で
あ
っ
た
。

こ
れ
に
対
し
て
、
同
じ
よ
う
に
教
会
的
場
と
聖
書
の
正
典
性
・
権
威
を
重
ん
じ
、
ニ
ー
バ
ー
兄
弟
も
学
ん
だ E

d
e

n
 

神
学
校
で
神
学
の
手

ほ
ど
き
を
受
け
、M

u
ile

n
b

u
rg

 

の
下 N

Y
 U

n
io

n
 

で
学
位
を
取
得
し
、U

n
ite

d
 C

h
u

rch
 o

f C
h

rist 

の
按
手
を
受
け
、
長
老
派
コ
ロ
ン
ビ
ア

神
学
校
で
教
鞭
を
と
っ
たW

. B
ru

e
g

g
e

m
an

n

は
、
む
し
ろ
聖
書
学
に
お
け
る
多
元
性
を
北
米
の
教
会
的
・
社
会
的
現
実
に
即
し
た
も
の
と

し
て
肯
定
的
に
受
け
止
め
た
。
そ
し
て
聖
書
解
釈
に
お
け
る
主
流
・
中
枢
（B

. C
h

ild
s, J. L

e
ve

n
so

n
, J. B

arr, R
. R

e
n

d
to

rff 

ら
伝
統
的
教
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会
・
学
界
か
ら
の
発
言
）
と
非
主
流
・
周
縁
（G

. P
ix

le
y

―
解
放
の
神
学
、P. T

rib
le

―
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
、I. M

o
sala

―
ア
フ
リ
カ
系
ア

メ
リ
カ
人
の
神
学
な
ど
）
の
接
点
を
探
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
す
で
に vo

n
 R

ad
 

ら
が
言
及
し
て
い
た
聖
書
テ
キ
ス
ト
そ
れ
自
体
が
（
ケ

リ
ュ
グ
マ
の
伝
承
の
プ
ロ
セ
ス
の
中
で
）
包
含
し
て
い
る
矛
盾
や
葛
藤
、
神
学
の
多
様
性
を
、
現
代
思
想
・
哲
学
の
諸
概
念
を
用
い
て
記
述

し
た
（
バ
フ
チ
ン
や
ク
リ
ス
テ
ィ
ヴ
ァ
のP

o
ly

p
h

o
n

y, D
ialo

g
ic tru

th
s, U

n
-fi

n
alizab

ility, In
te

rte
x

u
tu

ality

な
ど
）。B

ru
e

g
g

e
m

an
n

に

と
っ
て
聖
書
学
は
、
多
元
的
な
現
代
を
浮
き
彫
り
に
す
る
と
同
時
に
、
現
状
肯
定
や
原
点
回
帰
で
は
な
く
、im

ag
in

atio
n

を
喚
起
し
な
が

ら
聖
書
が
提
示
す
るalte

rn
ative

 

な
世
界
に
よ
っ
て
現
代
世
界
を
対
象
化
し
、
こ
れ
を
預
言
者
的
に
批
判
し
、
新
し
い
共
同
体
の
形
成
へ
と

招
く
た
め
の
、
こ
の
世
に
あ
る
教
会
の
責
任
的
営
み
で
あ
る
。

② B
ru

e
g

g
e

m
an

n

の
聖
書
学

二
〇
世
紀
後
半
の
聖
書
学
の
展
開
（
発
展
？
）
は
、
聖
書
神
学
を
体
系
的
、
組
織
的
、
か
つ
包
括
的
に
記
述
す
る
こ
と
を
不
可
能
に

し
、
も
は
や
聖
書
神
学
は
書
か
れ
る
こ
と
は
な
い
、
と
言
わ
れ
て
久
し
い
中
、
一
九
九
七
年
に B

ru
e

g
g

e
m

an
n

 

は
七
七
七
頁
に
わ
た

る T
h
eology of th

e O
ld

 T
esta

m
en

t: T
estim

on
y, D

isp
u

te, A
d
voca

cy 

を
世
に
問
う
た
。
こ
の
中
で
、
宗
教
改
革
以
降 vo

n
 R

ad
 

ま
で

の
聖
書
学
の
歴
史
を
辿
り
、
も
は
や
歴
史
批
判
的
方
法
が
テ
キ
ス
ト
の
背
後
に
あ
る
世
界
（T

h
e

 w
o

rld
 b

e
h

in
d

 th
e

 te
x

ts

）
を
通
時
的

（d
iach

ro
n

ic

）
に
再
構
築
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
と
断
じ
、
そ
れ
に
代
わ
る
も
の
と
し
て M

u
ile

n
b

u
rg

 

が
提
唱
し
た R

h
e

to
rical 

criticism

（
修
辞
批
判
）
と N

.G
o

ttw
ald

 

が
展
開
し
て
い
た
社
会
学
的
分
析
方
法
（B

ru
e

g
g

e
m

an
n

 

本
人
も
学
部
で
は
社
会
学
専
攻
）
を

取
り
上
げ
て
、
教
義
学
の
み
な
ら
ず
歴
史
学
と
も
袂
を
分
か
っ
た
新
し
い
聖
書
学
の
可
能
性
を
示
唆
し
た
。
こ
れ
は
テ
キ
ス
ト
の
背
後
に
で

は
な
く
、
テ
キ
ス
ト
の
中
に
あ
る
世
界
（T

h
e

 w
o

rld
 in

 th
e

 te
x

ts

）
を
共
時
的
（sy

n
ch

ro
n

ic

）
に
把
握
す
る
方
法
で
あ
る
。
テ
キ
ス
ト

の
語
り
の
形
、
ド
ラ
マ
的
要
素
、
イ
マ
ジ
ネ
ー
シ
ョ
ン
、
メ
タ
フ
ァ
ー
、
言
葉
の
あ
や
な
ど
の
デ
ィ
テ
ー
ル
に
目
を
注
ぐ
の
で
あ
る
。

修
辞
学
的
方
法
は
、G

u
n

k
e

l 

の
様
式
史
的
方
法
か
ら
発
展
し
て
き
た
も
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
様
式
史
的
方
法
が
テ
キ
ス
ト
に
見
出
さ
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れ
る
諸
様
式
の
各
々
のS

itz im
 L

e
b

e
n

 

を
求
め
て
テ
キ
ス
ト
の
背
後
に
通
時
的
に
遡
っ
て
ゆ
く
の
に
対
し
て
、
修
辞
的
方
法
は
様
式
が
織

り
成
す
テ
キ
ス
ト
内
で
の
文
学
的
「
か
た
ち
」
を
共
時
的
に
探
る
の
で
あ
る
。「
か
た
ち
」
に
お
い
て
形
式
と
内
容
は
不
可
分
に
結
び
つ
き
、

意
味
を
開
示
す
る
。
そ
れ
ゆ
え
「
か
た
ち
」
を
見
出
す
行
為
そ
の
も
の
に
神
学
的
思
惟
が
求
め
ら
れ
る
。
や
や
極
端
に
言
え
ば
、
教
会
的
、

社
会
的
、
思
想
的
に
立
っ
て
い
る
場
に
よ
っ
て
見
出
す
「
か
た
ち
」
は
異
な
る
場
合
も
あ
り
え
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
日
本
で
は
左
近
淑

の
『
旧
約
聖
書
の
学
び　

上
下
』、
翻
訳
さ
れ
て
読
め
る
も
の
と
し
て
は U

n
io

n

でM
u

ile
n

b
u

rg
 

の
後
継
者
と
な
っ
たP. T

rib
le

 

の
『
神
と

人
間
性
の
修
辞
学
』
な
ど
に
展
開
例
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

B
ru

e
g

g
e

m
an

n
 

は
修
辞
学
的
方
法
に
加
え
て
社
会
学
的
方
法
を
そ
の
聖
書
学
の
柱
に
す
え
た
。
例
え
ば
旧
約
聖
書
は
危
機
へ
の
応
答
証

言
と
捉
え
、
バ
ビ
ロ
ン
捕
囚
を
社
会
学
的
に
分
析
し
、
捕
囚
と
帰
還
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
と
の
親
和
性
を
、
出
エ
ジ
プ
ト
、
詩
編
（
順
境
の
詩
―

逆
境
の
詩
―
新
境
地
の
詩
）、
主
イ
エ
ス
の
受
難
と
栄
光
（
十
字
架
と
復
活
）
に
見
出
し
、
現
代
ア
メ
リ
カ
社
会
を
バ
ビ
ロ
ン
捕
囚
の
リ
ア

リ
テ
ィ
ー
に
お
い
て
把
握
す
る
神
学
的
視
点
を
開
く
の
で
あ
る
。

前
記
の
方
法
論
を
用
い
て
聖
書
の
「
証
言
」
の
重
要
性
を
浮
き
彫
り
に
す
る
。B

ru
e

g
g

e
m

an
n

 

は
、
再
構
築
さ
れ
た
イ
ス
ラ
エ
ル
の
歴

史
に
お
い
て
で
は
な
く
、
聖
書
で
語
ら
れ
る
イ
ス
ラ
エ
ル
の
証
言
を
通
し
て
の
み
、
我
々
は
神
を
知
る
と
述
べ
る
。
証
言
者
が
語
り
口
を
選

択
し
、
そ
こ
で
語
ら
れ
る
証
言
に
よ
っ
て
神
の
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
が
生
起
し
、
啓
示
と
な
る
、
と
。
そ
こ
で
重
要
な
問
い
は
「
イ
ス
ラ
エ
ル
が

テ
ク
ス
ト
に
お
い
て
神
に
つ
い
て
何
を
ど
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
か
？
」（
た
と
え
神
が
語
っ
て
お
ら
れ
る
場
面
で
も
、
そ
れ
は
イ
ス
ラ
エ

ル
の
証
言
に
属
す
る
も
の
）
な
の
で
あ
る
。
旧
約
聖
書
は
、
神
の
現
臨
、
栄
光
、
勝
利
、
支
配
、
摂
理
を
高
ら
か
に
宣
言
す
る
よ
う
な
イ
ス

ラ
エ
ル
の
証
言
＝
「
核
と
な
る
証
言
（C

o
re

-T
e

stim
o

n
y

）」
と
神
の
不
在
、
陰
影
、
曖
昧
さ
、
暴
力
、
不
条
理
を
苦
悩
の
う
ち
に
吐
露
す

る
証
言
＝
「
対
抗
す
る
証
言
（C

o
u

n
te

r-T
e

stim
o

n
y

）」
を
併
せ
持
っ
て
い
る
と
言
う
（
他
に
二
つ
の
証
言
群
を
提
示
し
て
い
る
）。
そ
れ

ら
の
証
言
が
拮
抗
し
、
ど
ち
ら
が
優
勢
と
い
う
こ
と
も
な
く
、
互
い
に
緊
張
感
を
保
っ
て
両
立
、
並
存
し
て
お
り
、
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
を
握
る
証

言
は
な
く
、
多
声
的
で
多
義
的
な
神
学
が
同
等
に
検
証
と
論
争
を
繰
り
広
げ
る
場
が
旧
約
聖
書
だ
と
考
え
る
の
で
あ
る
（C

. W
e

ste
rm

an
n

, 
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S
. T

e
rrie

n
, P. D

. H
an

so
n

, R
. C

le
m

e
n

ts 

ら
の
論
じ
る
旧
約
聖
書
の
「
両
極
性
」
の
議
論
を
参
照
し
な
が
ら
）。
そ
れ
を
「
法
廷
の
隠
喩
」

を
用
い
て
解
説
し
て
い
る
。
弁
護
側
と
検
察
側
が
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
か
ら
（A

d
vo

cate

）
証
人
を
立
て
て
陪
審
員
を
前
に
し
て
繰
り
広
げ
ら

れ
る
諸
証
言
の
開
陳
の
中
で
神
に
つ
い
て
の
真
理
が
開
示
さ
れ
て
ゆ
く
。
そ
し
て
評
決
も
判
決
も
出
る
前
の
状
態
に
あ
る
の
が
、
現
在
の
旧

約
聖
書
の
あ
り
方
で
あ
り
、
終
わ
り
の
日
に
全
て
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
ま
で
の
間
、
主
の
来
た
り
給
う
を
待
ち
望
み
つ
つ
な
さ
れ
る
論
争

（D
isp

u
te

）
の
場
が
こ
こ
に
は
あ
り
、
一
つ
の
見
方
か
ら
決
着
が
つ
け
ら
れ
、
総
括
さ
れ
る
こ
と
、
結
審
を
迎
え
る
こ
と
を
本
質
的
に
拒
む
、

u
n

-fi
n

alizab
ility

 

を
持
っ
た
書
物
だ
と
い
う
。
こ
の
よ
う
な
聖
書
の
証
言
性
は
、
聞
く
も
の
に
自
ら
の
立
ち
位
置
を
明
確
に
す
る
こ
と
、
す

な
わ
ち
神
学
的
主
体
の
確
立
を
迫
る
も
の
と
な
る
。
以
上
、
時
間
を
か
け
て B

ru
e

g
g

e
m

an
n

 

の
神
学
を
紹
介
し
た
が
、
あ
く
ま
で
も
聖
書

の
「
証
言
」
性
を
神
学
の
基
盤
に
す
え
る
こ
と
で
、「
歴
史
」
性
を
相
対
化
し
た
聖
書
学
を
提
案
し
た
と
こ
ろ
に
特
徴
が
見
ら
れ
る
。

こ
こ
ま
で
、
網
羅
的
と
は
到
底
言
え
ず
、
多
く
の
重
要
な
聖
書
学
を
割
愛
し
て
論
じ
て
き
た
が
、
コ
ル
プ
ス
・
ク
リ
ス
テ
ィ
ア
ヌ
ム
崩
壊

後
の
残
影
の
中
で
営
ま
れ
「
神
学
（
教
義
学
）」
を
離
れ
て
「
歴
史
」
へ
と
傾
斜
し
、
北
ア
メ
リ
カ
神
学
の
場
に
移
さ
れ
て
「
歴
史
」
に
代

わ
る
「
正
典
」、
そ
し
て
「
証
言
」
と
し
て
の
聖
書
を
再
発
見
、
再
評
価
し
た
聖
書
学
の
営
み
を
辿
っ
て
き
た
。
そ
れ
は
、
二
〇
世
紀
後
半

の
北
米
教
会
の
崩
壊
と
混
乱
を
場
と
し
て
生
み
出
さ
れ
た
聖
書
学
と
い
え
よ
う
。
更
に
、
そ
の
聖
書
学
が
教
会
の
聖
書
の
読
み
に
新
た
な
視

座
を
与
え
、
新
し
い
共
同
体
形
成
を
促
す
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
聖
書
学
は
、
聖
書
が
語
り
継
が
れ
、
読
み
継
が
れ
る
と
こ
ろ
に
共
同
体
を

形
成
し
て
き
た
こ
と
を
知
っ
て
い
る
。
崩
壊
を
生
き
延
び
、
破
壊
さ
れ
た
イ
ス
ラ
エ
ル
を
、
神
殿
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
異
郷
の
地
で
聖
書

の
民
と
し
て
形
成
し
て
き
た
こ
と
を
。

一
八
世
紀
のZ

ach
riae

 

と G
ab

le
r 

以
来
の
現
在
ま
で
の
聖
書
学
をP. R

e
co

e
u

r 

の
分
類
を
用
い
て
整
理
す
る
な
ら
ば vo

n
 R

ad
 

ま
で

の
聖
書
学
は
主
と
し
て T

h
e

 w
o

rld
 b

e
h

in
d

 th
e

 te
x

t 

テ
キ
ス
ト
の
背
後
に
あ
る
世
界
の
探
求
を
目
指
し
て
な
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
と

い
え
よ
う
。
そ
し
て
一
九
六
〇
年
代
後
半
を
境
目
と
し
て T

h
e

 w
o

rld
 in

 th
e

 te
x

t 
テ
キ
ス
ト
の
内
に
あ
る
世
界
の
探
求
が
盛
ん
に
な
っ

た
。
現
在
は
、T

h
e

 w
o

rld
 in

 fro
n

t o
f th

e
 te

x
t  

テ
キ
ス
ト
の
前
方
に
広
が
る
世
界
の
探
求
へ
と
向
か
う
道
が
開
か
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
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（R
ico

e
u

r, “
T

h
e

 H
e

rm
e

n
e

u
tical F

u
n

ctio
n

 o
f D

istan
ciatio

n
, ” P

h
ilosop

h
y T

od
a
y 1

7

（1
9

7
3
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2

9

―1
4
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参
照
）。
そ
こ
で
は
「
正
典
」

が
語
る
「
証
言
」
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
る
共
同
体
、
そ
の
共
同
体
の
営
み
と
し
て
の
聖
書
学
が
問
わ
れ
る
。

お
わ
り
に　

正
典
と
証
言
の
場　

聖
書
の
前
方
に
広
が
る
世
界

日
本
の
教
会
を
場
と
し
、
こ
れ
を
健
全
に
形
成
す
る
聖
書
学
が
求
め
ら
れ
る
。
聖
書
は
そ
こ
に
あ
る
。
そ
し
て
、
今
そ
れ
を
受
け
取
り
、

読
み
、
解
釈
し
て
き
た
教
会
共
同
体
の
実
態
が
問
わ
れ
る
。
前
回
の
深
井
先
生
の
講
演
に
よ
れ
ば
日
本
の
教
会
の
抱
え
て
い
る
最
大
の
問
題

は
、
性
急
な
教
派
か
ら
の
自
立
に
よ
る
教
会
性
の
未
成
熟
さ
に
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
日
本
の
教
会
を
場
と
す
る
神
学
が
、
キ
リ
ス
ト
教
の
普

遍
性
、
適
切
な
神
学
的
伝
統
と
の
再
接
続
に
よ
っ
て
、
再
確
立
さ
れ
る
こ
と
が
急
務
で
あ
り
、
特
に
伝
道
地
で
あ
る
日
本
で
は
、
組
織
神
学

が
教
会
形
成
を
遂
行
す
る
使
命
を
負
っ
て
い
る
こ
と
が
示
さ
れ
た
。
従
来
は
、
神
学
が
宗
教
性
や
パ
イ
エ
テ
ィ
ー
を
生
み
出
す
の
で
は
な

く
、
礼
拝
と
祈
り
の
現
実
が
神
学
を
生
み
出
し
、
教
会
を
形
成
し
て
き
た
の
に
対
し
て
、
日
本
と
い
う
場
は
、「
祈
り
、
か
つ
讃
美
す
る
知

性
」
と
し
て
の
健
全
な
組
織
神
学
を
必
要
と
し
て
い
る
、
と
言
わ
れ
た
。
こ
の
テ
ー
ゼ
を
引
き
継
い
で
、
冒
頭
で
申
し
上
げ
た
こ
と
を
も
う

一
度
繰
り
返
し
、
わ
た
し
は
こ
こ
で
、
日
本
の
教
会
は
健
全
な
聖
書
学
も
必
要
と
し
て
い
る
と
申
し
上
げ
た
い
。
特
に
、
そ
の
成
立
の
場
で

あ
る
共
同
体
か
ら
遊
離
し
、
規
範
性
と
い
う
根
を
自
ら
切
除
し
た
〝
根
無
し
草
の
よ
う
な
〞「
聖
書
学
」
が
、
場
違
い
に
も
教
会
と
い
う
土

壌
を
荒
ら
し
、
破
壊
的
な
仕
方
で
蔓
延
る
こ
と
を
許
し
て
し
ま
っ
て
い
る
現
状
に
危
機
感
を
覚
え
る
。
聖
書
学
の
こ
れ
ま
で
の
成
果
を
踏
ま

え
て
、
自
ら
の
神
学
的
主
体
性
と
判
断
基
準
を
も
っ
て
日
本
の
聖
書
学
に
必
要
な
も
の
は
何
か
を
取
捨
選
択
を
す
る
力
が
益
々
問
わ
れ
て
い

る
。「

な
ぜ
日
本
に
聖
書
学
は
必
要
か
？
」
そ
れ
は
、
聖
書
学
が
、
コ
ル
プ
ス
・
ク
リ
ス
テ
ィ
ア
ヌ
ム
の
「
外
」
に
あ
る
日
本
に
、「
正
典
」
と
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「
証
言
」
と
い
う
聖
書
学
の
概
念
を
到
来
さ
せ
、
そ
こ
に
あ
る
聖
書
の
語
り
か
け
を
聞
き
取
る
耳
を
備
え
さ
せ
、
外
か
ら
突
入
す
る
預
言
者

的 alte
rn

ative
 

な
世
界
観
を
持
つ
共
同
体
の
形
成
を
促
す
営
み
だ
か
ら
で
あ
る
。

追
記

こ
れ
ま
で
に
テ
キ
ス
ト
の
背
後
に
遡
る
歴
史
批
判
的
方
法
に
よ
っ
て
聖
書
の
通
時
性
、
そ
し
て
他
者
性
が
確
保
さ
れ
た
。
テ
キ
ス
ト
の
内

部
に
沈
潜
す
る
文
芸
学
的
方
法
に
よ
っ
て
聖
書
の
共
時
性
、
そ
し
て
証
言
性
が
豊
か
に
開
示
さ
れ
た
。
と
り
わ
け
後
者
は
、
聖
書
の
文
学

性
、
テ
ク
ス
ト
性
を
強
調
す
る
こ
と
か
ら
、
聖
書
学
を
新
た
な
地
平
へ
と
招
き
い
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
一
九
六
〇
年
代
以
降 R

h
e

to
rical 

C
riticism

（
修
辞
批
判
的
方
法
）、R

e
ad

e
r ’s re

sp
o

n
se

（
受
容
理
論
）、D

e
co

n
stru

ctio
n

（
脱
構
築 D

e
rrid

a

）、N
arrative

 E
th

ics

（W
. 

B
o

o
th

, M
. N

u
ssb

au
m

, A
. Z

. N
e

w
to

n
 

ら
）、H

isto
r
y

 o
f In

te
rp

re
tatio

n

（M
. S

ae
b

o

）、In
te

rte
x

tu
ality

（
並
木
浩
一
「
ヨ
ブ
記
に
お
け

る
相
互
テ
ク
ス
ト
性
」『「
ヨ
ブ
記
」
論
集
成
』、C

. N
e

w
so

m
, T

h
e B

ook
 of Job 

な
ど
）
と
い
っ
た
観
点
が
歴
史
批
判
的
研
究
に
取
っ
て
代

わ
る
勢
い
で
聖
書
学
を
活
性
化
さ
せ
て
い
る
。E

ich
ro

d
t

は
歴
史
批
判
的
ア
プ
ロ
ー
チ
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
な
っ
た
旧
約
思
想
全
般
を
横
断

的
に
考
察
す
る
こ
と
で
聖
書
を
一
貫
す
る
概
念
と
し
て
の
「
契
約
」
を
引
き
出
し
た
こ
と
は
先
に
述
べ
た
。
で
は
こ
れ
を
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
仕

方
で
文
芸
学
的
ア
プ
ロ
ー
チ
に
適
用
し
、
聖
書
の
文
学
を
横
断
的
に
考
察
し
、
例
え
ば
「
崩
壊
期
の
思
想
」
と
い
う
相
を
見
出
す
こ
と
も
可

能
で
あ
ろ
う
。
け
れ
ど
も
文
芸
学
的
方
法
論
が
歴
史
批
判
的
方
法
と
決
定
的
に
異
な
る
の
は
、
そ
の
多
様
性
、
多
義
性
で
あ
る
。
そ
も
そ
も

文
学
の
読
み
は
、
テ
キ
ス
ト
の
結
構
と
読
者
の
行
為
の
相
互
作
用
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
過
度
に
突
き
詰
め
て
ゆ
け
ばW

. Ise
r 

や S
. F

ish
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ら
の
受
容
理
論
へ
と
行
き
着
く
も
の
で
あ
り
、
歴
史
批
判
的
方
法
が
前
提
と
し
た
客
観
性
、
普
遍
性
、
演
繹
性
は
後
退
す
る
傾
向
に
あ
る
。

そ
の
た
め
文
芸
学
的
方
法
を
採
る
場
合
、
読
み
手
の
立
ち
位
置
に
よ
っ
て
同
じ
テ
キ
ス
ト
か
ら
（
極
端
な
場
合
）
矛
盾
対
立
す
る
読
み
が
同

時
に
並
立
し
う
る
の
で
あ
る
。
正
典
が
正
典
の
枠
組
み
を
維
持
し
な
が
ら
も
教
会
的
場
の
違
い
に
よ
っ
て
正
典
性
が
不
動
の
も
の
で
は
な
く

揺
ら
ぎ
、
多
様
化
す
る
と
い
う
こ
と
も
起
こ
っ
て
く
る
。

そ
の
よ
う
な
揺
ら
ぎ
に
あ
る
近
代
聖
書
学
を
家
の
土
台
と
し
て
無
批
判
に
移
設
す
る
こ
と
に
は
慎
重
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
で
あ
ろ
う
。

日
本
を
場
と
す
る
神
学
的
思
惟
は
、「
コ
ル
プ
ス
・
ク
リ
ス
テ
ィ
ア
ヌ
ム
の
〈
外
〉
で
の
企
て
」（
大
木
英
夫
『
組
織
神
学
序
説
』
一
三
三

頁
）
で
あ
り
、
組
織
神
学
的
セ
ン
ス
を
必
要
と
す
る
か
ら
だ
。
わ
た
し
は
神
学
校
で
、
指
導
教
授
か
ら
教
理
を
、
特
に
宗
教
改
革
者
の
聖
書

の
読
み
に
学
ぶ
こ
と
を
勧
め
ら
れ
た
。
最
初
の
赴
任
地
が
決
ま
っ
て
ご
挨
拶
に
行
っ
た
と
き
に
、
教
会
の
立
っ
て
い
る
と
こ
ろ
を
見
究
め
、

そ
こ
に
立
つ
べ
き
位
置
を
定
め
る
よ
う
奨
め
を
受
け
た
。C

h
ild

s 

が
「
旧
約
聖
書
学
は
キ
リ
ス
ト
教
的
営
み “O

ld
 T

e
stam

e
n

t T
h

e
o

lo
g

y
 

is e
sse

n
tially

 a C
h

ristian
 d

iscip
lin

e
”

」
と
語
っ
た
意
味
が
分
か
る
よ
う
に
な
っ
た
。
同
じ
へ
ブ
ラ
イ
語
の
聖
書
を
ユ
ダ
ヤ
教
徒
も
読
ん

で
い
る
が
、
ユ
ダ
ヤ
教
徒
は
膨
大
な
ラ
ビ
文
献
を
踏
ま
え
て
お
り
、
キ
リ
ス
ト
教
徒
は
教
父
以
来
の
教
理
を
踏
ま
え
て
読
ん
で
い
る
た
め
、

同
じ
テ
キ
ス
ト
で
あ
り
な
が
ら
、
異
な
る
テ
ク
ス
ト
と
な
っ
て
い
る
の
だ
。
聖
書
学
は
組
織
神
学
、
歴
史
神
学
と
新
た
な
緊
張
を
も
っ
て
、

日
本
の
教
会
を
場
と
す
る
神
学
的
対
話
を
必
要
と
し
て
い
る
。

＊
本
稿
は
、
二
〇
〇
八
年
六
月
一
七
日
に
駒
込
生
涯
学
習
セ
ン
タ
ー
に
て
行
わ
れ
た
聖
学
院
大
学
総
合
研
究
所
組
織
神
学
研
究
セ
ン
タ
ー
連
続
講

座
『
な
ぜ
日
本
に
神
学
が
必
要
な
の
か
』
の
第
二
回
目
の
講
演
会
の
原
稿
に
、
修
正
を
加
え
た
も
の
で
あ
る
。


	カバーシート
	左近豊_なぜ日本に聖書学が必要か_聖学院大学総合研究所紀要No.47



