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十
九
世
紀
後
半
か
ら
二
十
世
紀
初
頭
の

ド
イ
ツ
に
お
け
る
旧
約
聖
書
の
位
置
付
け

――
教
会
史
家
ア
ド
ル
フ
・
フ
ォ
ン
・
ハ
ル
ナ
ッ
ク
を
中
心
に
――

津　

田　

謙　

治

序

十
九
世
紀
後
半
か
ら
二
十
世
紀
前
半
に
か
け
て
の
、
い
わ
ゆ
る
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
帝
政
期
ド
イ
ツ
の
教
会
に
お
い
て
、
旧
約
聖
書
を
ど
の
よ

う
に
位
置
付
け
る
か
を
問
う
こ
と
は
大
き
な
困
難
を
伴
う
。
こ
れ
は
、
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
と
ル
タ
ー
派
教
会
と
い
う
教
派
的
な
視
点
に
よ
っ

て
も
答
え
は
異
な
る
で
あ
ろ
う
し
、
教
派
内
部
で
も
様
々
な
見
解
が
存
在
し
た
で
あ
ろ
う
。
ド
イ
ツ
・
イ
ギ
リ
ス
・
北
欧
な
ど
で
本
格
的
に

開
始
さ
れ
た
神
学
・
教
会
運
動
が
活
発
化
す
る
と
、
旧
約
聖
書
が
正
典
に
含
め
ら
れ
る
と
い
う
一
見
す
る
と
自
明
な
事
柄
は
、
教
会
論
や
史

的
イ
エ
ス
問
題
と
共
に
、
十
九
世
紀
に
は
再
考
察
さ
れ
る
余
地
が
あ
っ
た
。

こ
の
よ
う
な
状
況
の
中
で
、
二
十
世
紀
の
初
め
に
ア
ド
ル
フ
・
フ
ォ
ン
・
ハ
ル
ナ
ッ
ク
は
、
十
九
世
紀
を
過
ぎ
て
も
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
教

会
が
旧
約
聖
書
を
保
持
し
て
い
る
こ
と
は
、
宗
教
的
・
教
会
的
な
麻
痺
状
態
の
結
果
で
あ
る
と
論
じ
て
い
る
）
1
（

。
こ
の
よ
う
な
見
解
は
、
一
方

で
は
憤
り
と
異
論
を
提
起
さ
せ
）
2
（

、
他
方
で
は
今
日
の
キ
リ
ス
ト
教
世
界
で
旧
約
聖
書
の
位
置
付
け
を
内
省
す
る
た
め
の
教
訓
的
な
意
見
と
し
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て
理
解
さ
れ
て
き
た
）
3
（

。
し
か
し
、
ハ
ル
ナ
ッ
ク
の
テ
ー
ゼ
は
「
宗
教
的
麻
痺
」
と
い
う
語
句
だ
け
が
強
調
さ
れ
て
、
あ
た
か
も
そ
れ
が
「
ア

ン
チ
・
セ
ミ
テ
ィ
ズ
ム
」
の
標
語
と
な
っ
て
い
る
か
の
よ
う
な
印
象
を
与
え
て
い
る
）
4
（

。
も
ち
ろ
ん
、
慎
重
な
学
者
は
こ
の
言
葉
だ
け
を
も
っ

て
二
十
世
紀
半
ば
の
ナ
チ
ズ
ム
と
結
び
付
け
る
こ
と
を
避
け
た
と
し
て
も
、
ハ
ル
ナ
ッ
ク
が
旧
約
排
除
へ
の
偏
向
を
持
っ
た
極
端
な
立
場
に

あ
る
と
認
識
す
る
可
能
性
は
あ
る
か
も
知
れ
な
い
。
そ
の
妥
当
性
を
吟
味
す
る
に
は
、
恐
ら
く
ハ
ル
ナ
ッ
ク
に
と
っ
て
の
「
旧
約
聖
書
」
と

い
う
言
葉
が
指
す
対
象
と
そ
れ
に
対
す
る
位
置
付
け
や
、「
宗
教
的
麻
痺
」
と
い
う
テ
ー
ゼ
が
用
い
ら
れ
た
文
脈
を
考
察
す
る
こ
と
が
求
め

ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
本
論
で
は
、
ハ
ル
ナ
ッ
ク
の
初
期
か
ら
晩
年
に
至
る
ま
で
の
著
作
の
一
部
か
ら
、
彼
の
捉
え
た
「
旧
約
聖
書
」
理
解
を

巨
視
的
な
文
脈
で
分
析
し
、
さ
ら
に
そ
の
分
析
と
対
比
さ
せ
な
が
ら
、
最
晩
年
に
語
ら
れ
た
「
宗
教
的
麻
痺
」
と
い
う
テ
ー
ゼ
が
示
す
内
容

を
考
察
す
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
分
析
は
ハ
ル
ナ
ッ
ク
の
膨
大
な
著
作
の
僅
か
な
部
分
を
取
り
上
げ
る
に
過
ぎ
ず
、
彼
の
議
論
の
総
体
を
汲

み
尽
く
す
も
の
で
は
な
い
。
ハ
ル
ナ
ッ
ク
の
著
作
中
に
鏤
め
ら
れ
た
思
想
を
一
本
の
線
で
結
び
、「
キ
リ
ス
ト
教
の
歴
史
」・「
教
義
史
の
発

展
と
頽
落
」・「
福
音
の
ギ
リ
シ
ア
化
」
の
問
題
な
ど
を
含
め
た
総
合
的
な
視
野
に
よ
っ
て
こ
の
問
題
を
分
析
す
る
こ
と
は
、
研
究
の
目
標
に

位
置
付
け
ら
れ
る
が
）
5
（

、
本
稿
は
そ
の
途
上
に
あ
る
。
従
っ
て
、
こ
こ
で
の
議
論
は
極
め
て
部
分
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
意
識
し
な
が
ら
、

ハ
ル
ナ
ッ
ク
の
旧
約
聖
書
に
対
す
る
理
解
を
知
る
手
掛
か
り
と
な
る
も
の
を
考
察
し
て
み
よ
う
と
思
う
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
に
関
す
る
考
察

を
通
じ
て
、
こ
の
時
代
の
ド
イ
ツ
に
お
け
る
旧
約
聖
書
の
位
置
付
け
の
一
端
に
光
を
投
げ
掛
け
て
み
た
い
。

第
一
節　
『
教
義
史
教
本
』“

L
e
h

rb
u

ch
 d

e
r D

o
g

m
e
n

g
e
sch

ich
te

”

（1
8
8
5

）

ギ
ー
セ
ン
大
学
で
教
鞭
を
執
っ
て
い
た
一
八
八
五
年
に
、
ハ
ル
ナ
ッ
ク
は
浩
瀚
な
書
と
な
る
『
教
義
史
教
本
）
6
（

』
の
第
一
巻
を
出
版
し
た
）
7
（

。

本
書
は
、
福
音
と
い
う
基
盤
の
上
で
ギ
リ
シ
ア
精
神
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
た
キ
リ
ス
ト
教
の
教
義
の
歴
史
（「
福
音
の
ギ
リ
シ
ア
化
」）
を
分
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析
す
る
も
の
で
あ
り
、
初
代
教
会
に
お
け
る
旧
約
聖
書
の
位
置
付
け
に
関
し
て
も
丹
念
に
考
察
を
行
っ
て
い
る
。

教
義
史
の
前
提
を
考
察
す
る
導
入
部
で
、
彼
は
「
福
音
は
旧
約
聖
書
を
基
盤
と
す
る
黙
示
的
な
言
葉
と
、
律
法
と
預
言
の
成
就
と
し
て

や
っ
て
来
た
が
、
そ
れ
で
も
新
し
い
も
の
で
あ
る
）
8
（

」
と
述
べ
て
い
る
。
ハ
ル
ナ
ッ
ク
は
福
音
と
新
約
聖
書
の
新
し
さ
と
重
要
性
を
強
調
し

て
い
る
が
、
こ
れ
と
同
時
に
教
義
の
発
展
的
な
展
開
の
前
提
と
な
っ
て
い
る
の
は
、「
当
時
の
旧
約
聖
書
解
釈
と
後
期
ユ
ダ
ヤ
教
）
9
（

が
持
っ
て

い
た
未
来
へ
の
希
望
、
教
説
や
認
識
）
10
（

」
な
ど
で
あ
っ
た
。
従
っ
て
、
ま
た
彼
の
教
義
史
及
び
救
済
理
解
は
、
イ
エ
ス
の
福
音
や
宣
教
と
同
時

に
、
旧
約
聖
書
と
も
結
び
付
い
て
い
た
。
そ
れ
は
次
の
文
章
の
中
に
も
見
出
さ
れ
る
。

旧
約
の
啓
示
と
言
説
は
、
キ
リ
ス
ト
を
示
す
も
の
で
あ
り
、
旧
約
聖
書
そ
れ
自
体
は
、
極
め
て
古
い
民
で
あ
る
と
同
時
に
新

し
い
民
〔
で
あ
る
キ
リ
ス
ト
者
〕
の
た
め
の
、
そ
し
て
こ
の
者
に
の
み
属
す
る
、
救
済
の
原
福
音
書
〔d

as U
re

van
g

e
liu

m

〕

と
見
な
さ
れ
る
）
11
（

。

ハ
ル
ナ
ッ
ク
は
、
教
義
の
発
展
に
お
け
る
旧
約
に
対
す
る
態
度
と
し
て
、
最
も
重
要
な
視
点
を
六
つ
に
ま
と
め
て
い
る
）
12
（

。
そ
れ
ら
を
簡
略

化
す
る
な
ら
ば
、
次
の
よ
う
に
挙
げ
ら
れ
る
。

（
一
）
旧
約
を
通
じ
て
、
一
神
教
的
な
世
界
観
と
自
然
観
を
受
け
容
れ
た
こ
と

（
二
）
イ
エ
ス
の
到
来
と
全
歴
史
が
旧
約
を
通
じ
て
何
百
年
も
前
か
ら
告
げ
知
ら
さ
れ
て
い
た
こ
と

（
三
）
旧
約
か
ら
、
キ
リ
ス
ト
教
の
共
同
体
は
基
盤
を
得
て
い
る
こ
と

（
四
）
教
訓
的
な
目
的
の
た
め
に
旧
約
が
用
い
ら
れ
た
こ
と

（
五
）
ユ
ダ
ヤ
民
族
の
啓
示
及
び
神
と
の
関
係
理
解
の
誤
り
が
旧
約
か
ら
明
ら
か
に
な
る
こ
と

（
六
）
神
の
信
頼
や
援
助
、
恵
み
や
愛
な
ど
人
間
を
精
神
的
に
高
め
る
内
容
を
旧
約
が
含
ん
で
い
る
こ
と
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彼
は
こ
の
（
六
）
の
点
を
強
調
し
、
こ
の
聖
な
る
書
物
（
旧
約
）
の
全
て
の
節
に
至
高
の
真
理
が
内
包
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
確
信
さ
れ
る

と
述
べ
て
い
る
。

こ
こ
で
ハ
ル
ナ
ッ
ク
は
（
五
）
の
反
ユ
ダ
ヤ
主
義
的
な
視
点
に
つ
い
て
も
、
そ
の
後
数
頁
に
わ
た
っ
て
補
足
を
し
て
い
る
。
彼
に
拠
れ
ば
、

初
期
の
教
会
に
お
い
て
、
キ
リ
ス
ト
教
共
同
体
が
神
の
民
で
あ
る
と
い
う
自
己
意
識
は
、
ユ
ダ
ヤ
教
が
持
っ
て
い
た
自
己
意
識
と
衝
突
す
る

こ
と
に
な
り
、
こ
の
衝
突
は
、
も
と
も
と
ギ
リ
シ
ア
・
ロ
ー
マ
世
界
が
持
っ
て
い
た
反
ユ
ダ
ヤ
主
義
と
結
び
付
く
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
こ
か

ら
、
ユ
ダ
ヤ
教
が
神
に
裁
か
れ
た
分
派
で
あ
っ
て
、
ユ
ダ
ヤ
人
は
も
は
や
旧
約
聖
書
を
所
有
す
る
権
利
を
失
っ
た
と
い
う
主
張
が
な
さ
れ
る

よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
）
13
（

。
ユ
ダ
ヤ
人
は
、
割
礼
な
ど
の
儀
式
を
含
め
て
律
法
を
誤
っ
た
方
向
に
導
い
て
し
ま
っ
た
。
従
っ
て
、
神
の
「
新

し
い
」
民
（d

as «
jü

n
g

e
re

» V
o

lk
）
で
あ
る
キ
リ
ス
ト
教
の
共
同
体
は
、
神
の
古
い
民
（d

as «
älte

re
» V

o
lk

）
で
あ
る
ユ
ダ
ヤ
人
を
自
ら

の
前
例
と
し
て
見
な
さ
ね
ば
な
ら
な
い
）
14
（

。
ハ
ル
ナ
ッ
ク
は
、
こ
こ
に
「
真
の
イ
ス
ラ
エ
ル
」（d

ie
 w

ah
re

 Israe
l

）
と
し
て
の
キ
リ
ス
ト
者

を
見
よ
う
と
し
、
旧
約
聖
書
を
含
め
た
全
て
の
正
統
な
後
継
者
が
初
期
の
キ
リ
ス
ト
教
の
教
会
で
あ
っ
た
と
捉
え
て
い
る
。

第
二
節　
『
キ
リ
ス
ト
教
の
本
質
』“D

as W
e
se

n
 d

e
s C

h
riste

n
tu

m
s ”

（1
9
0
0

）

『
キ
リ
ス
ト
教
の
本
質
）
15
（

』
は
、
一
八
九
九
年
か
ら
一
九
〇
〇
年
に
か
け
て
、
ベ
ル
リ
ン
大
学
の
冬
期
ゼ
メ
ス
タ
ー
で
行
わ
れ
た
講
義
を
基

に
し
て
出
版
さ
れ
た
。
こ
こ
で
は
本
書
が
明
ら
か
に
す
る
テ
ー
マ
で
あ
る
「
キ
リ
ス
ト
教
と
は
何
か
」（W

as ist C
h

riste
n

tu
m

?

）
と
い
う

根
源
的
な
問
い
に
対
し
て
）
16
（

、
ハ
ル
ナ
ッ
ク
は
「
た
だ
歴
史
的
な
意
味
に
お
い
て
の
み
、
こ
こ
で
は
こ
の
問
い
に
答
え
た
い
。
つ
ま
り
、
歴
史

学
的
な
手
段
と
、
体
験
さ
れ
た
歴
史
か
ら
獲
得
で
き
る
生
の
経
験
を
も
っ
て
、
こ
の
問
い
に
答
え
よ
う
と
思
う
の
で
あ
る
）
17
（

」
と
述
べ
て
い

る
。
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こ
う
し
た
キ
リ
ス
ト
教
の
本
質
論
の
文
脈
に
お
い
て
、
旧
約
聖
書
は
次
の
よ
う
に
位
置
付
け
ら
れ
て
い
る
。「
新
し
い
〔
キ
リ
ス
ト
の
〕

教
会
は
、
一
つ
の
神
聖
な
る
書
物
、
即
ち
旧
約
聖
書
を
持
っ
て
い
る
。
パ
ウ
ロ
は
、
律
法
は
無
効
と
さ
れ
た
と
説
い
て
い
た
に
も
拘
わ
ら

ず
、
旧
約
聖
書
の
全
体
を
保
持
す
る
道
を
選
ん
だ
。
ど
れ
だ
け
の
祝
福
〔S

e
g

e
n

〕
を
、
こ
の
本
は
教
会
に
も
た
ら
し
た
だ
ろ
う
！
教
訓
的

な
書
と
し
て
、
慰
め
・
知
恵
・
勧
告
の
書
と
し
て
、
そ
し
て
歴
史
の
書
と
し
て
、
こ
の
書
は
〔
キ
リ
ス
ト
者
の
〕
生
と
弁
証
の
た
め
に
比
類

な
き
意
味
を
持
っ
て
い
た
）
18
（

」
の
で
あ
る
。
こ
の
旧
約
聖
書
に
比
肩
す
る
書
物
は
、
ギ
リ
シ
ア
・
ロ
ー
マ
世
界
の
諸
宗
教
を
見
渡
し
て
も
、
他

に
見
出
せ
る
も
の
で
は
な
い
と
ハ
ル
ナ
ッ
ク
は
理
解
し
て
い
る
。
し
か
し
、
彼
は
こ
の
書
を
手
放
し
に
称
賛
し
た
の
で
は
な
い
。
旧
約
が
キ

リ
ス
ト
教
に
も
た
ら
し
た
も
の
は
、
必
ず
し
も
積
極
的
な
側
面
だ
け
で
は
な
か
っ
た
。
ハ
ル
ナ
ッ
ク
が
強
調
す
る
の
は
、
む
し
ろ
こ
の
否
定

的
な
側
面
の
方
で
あ
る
。
旧
約
聖
書
は
、「
キ
リ
ス
ト
教
以
外
の
宗
教
と
道
徳
」
を
内
包
し
て
お
り
、
こ
の
よ
う
な
「
劣
っ
た
、
克
服
さ
れ

た
要
素
が
旧
約
を
通
じ
て
キ
リ
ス
ト
教
に
入
り
込
む
危
険
が
存
在
し
、
そ
し
て
実
際
に
そ
れ
が
入
り
込
ん
だ
）
19
（

」
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
キ
リ

ス
ト
教
の
細
部
に
影
響
を
与
え
た
だ
け
で
な
く
、
そ
の
全
体
を
改
変
し
て
し
ま
っ
た
。
キ
リ
ス
ト
教
が
持
つ
べ
き
内
的
な
自
由
は
、
そ
の
こ

と
に
よ
っ
て
脅
か
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

こ
の
よ
う
な
理
解
か
ら
、
ハ
ル
ナ
ッ
ク
は
旧
約
聖
書
を
キ
リ
ス
ト
教
に
対
す
る
「
新
し
い
制
限
」
と
し
て
理
解
し
て
い
る
。
し
か
し
、
彼

は
こ
れ
を
単
な
る
否
定
的
要
素
の
よ
う
に
は
捉
え
て
は
い
な
い
。「
こ
の
制
限
は
、
旧
約
聖
書
の
場
合
の
よ
う
に
、
事
物
に
必
要
と
さ
れ
る

前
進
に
、
こ
の
譲
渡
で
き
な
い
所
有
物
が
切
り
離
せ
な
い
た
め
に
発
生
し
た
も
の
な
の
で
あ
る
）
20
（

」。
歴
史
的
な
諸
関
係
に
お
い
て
、
不
利
益

を
被
ら
ず
に
発
展
す
る
も
の
は
有
り
得
な
い
。
従
っ
て
、
こ
の
旧
約
聖
書
の
軛
は
ユ
ダ
ヤ
教
を
含
め
た
諸
宗
教
か
ら
の
分
離
を
妨
げ
る
も
の

と
見
な
さ
れ
な
が
ら
も
、
ハ
ル
ナ
ッ
ク
は
教
会
が
経
験
す
る
初
段
階
に
お
い
て
必
要
な
過
程
と
し
て
理
解
し
て
い
る
と
言
え
る
。
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第
三
節　
『
プ
ト
レ
マ
イ
オ
ス
の
「
フ
ロ
ー
ラ
へ
の
手
紙
」』

“D
e
r B

rie
f d

e
s P

to
le

m
äu

s an
 d

ie
 F

lo
ra ”

（1
9
0
2

）

『
キ
リ
ス
ト
教
の
本
質
』
が
公
刊
さ
れ
た
直
後
の
一
九
〇
二
年
に
、
ハ
ル
ナ
ッ
ク
は
二
世
紀
の
グ
ノ
ー
シ
ス
主
義
者
プ
ト
レ
マ
イ
オ
ス
が

書
い
た
と
さ
れ
る
『
フ
ロ
ー
ラ
へ
の
手
紙
』
に
関
す
る
論
考
を
公
に
し
て
い
る
）
21
（

。『
フ
ロ
ー
ラ
へ
の
手
紙
』
の
主
題
は
、
二
世
紀
ロ
ー
マ
の

プ
ト
レ
マ
イ
オ
ス
の
（
グ
ノ
ー
シ
ス
的
な
）
教
会
に
お
い
て
、
律
法
を
ど
の
よ
う
に
位
置
付
け
る
べ
き
か
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
）
22
（

。
信
徒
フ

ロ
ー
ラ
は
こ
の
よ
う
な
問
い
を
プ
ト
レ
マ
イ
オ
ス
に
投
げ
掛
け
、
そ
の
答
え
が
『
フ
ロ
ー
ラ
へ
の
手
紙
』
の
中
で
展
開
さ
れ
て
い
る
。
こ
の

手
紙
の
著
者
プ
ト
レ
マ
イ
オ
ス
に
拠
れ
ば
、
律
法
を
ユ
ダ
ヤ
民
族
に
与
え
た
神
は
、
確
か
に
創
造
者
で
あ
る
が
、
こ
の
神
は
完
全
な
神
で
は

な
い
。
律
法
そ
の
も
の
が
不
完
全
で
あ
る
の
で
、
完
全
な
至
高
神
が
律
法
を
与
え
た
と
捉
え
る
ロ
ー
マ
の
公
同
教
会
は
誤
謬
に
陥
っ
て
い

る
。
律
法
を
与
え
た
創
造
者
は
、
善
と
も
悪
と
も
異
な
る
中
間
者
で
あ
る
が
、
完
全
な
神
の
似
像
で
あ
り
、
正
義
の
審
判
者
で
あ
る
と
さ
れ

て
い
る
）
23
（

。
さ
ら
に
、
律
法
と
は
単
一
の
授
与
者
か
ら
も
た
ら
さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
て
、
創
造
神
・
モ
ー
セ
・
長
老
た
ち
か
ら
由
来
す
る

三
つ
の
部
分
か
ら
構
成
さ
れ
た
混
合
物
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
こ
の
創
造
神
に
由
来
す
る
律
法
の
部
分
も
、
神
の
純
粋
な
部

分
（ὁ κα

θα
ρὸς κα

ὶ α
σύμπλοκος τῷ

 χείρονι

）（
十
戒
な
ど
）・
不
義
と
混
ざ
っ
た
部
分
（ὁ συμπεπλεγμένος τῇ ἀ

δικία

）（
復
讐
法

な
ど
）・
霊
的
に
止
揚
さ
れ
る
象
徴
的
部
分
（τὸ μέρος α

ὐτοῦ τυπικόν
）（
割
礼
な
ど
）
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
。
救
い
主
は
不
義
と
混

ざ
っ
た
部
分
を
廃
止
さ
せ
、
律
法
を
完
成
さ
せ
る
た
め
に
や
っ
て
来
た
と
プ
ト
レ
マ
イ
オ
ス
は
理
解
し
て
い
る
）
24
（

。

こ
の
手
紙
を
ハ
ル
ナ
ッ
ク
は
分
析
し
、
ギ
リ
シ
ア
語
本
文
と
そ
の
ド
イ
ツ
語
訳
、
及
び
綿
密
な
注
釈
を
そ
れ
に
施
し
て
い
る
。
彼
に
拠
れ

ば
、
プ
ト
レ
マ
イ
オ
ス
の
寓
意
的
な
律
法
解
釈
は
、
ユ
ダ
ヤ
教
に
向
け
ら
れ
た
「
間
接
的
な
批
判
に
他
な
ら
な
い
」。
そ
し
て
こ
の
批
判
は
、



383 19～20世紀のドイツにおける旧約聖書の位置付け

「
律
法
の
内
容
に
で
は
な
く
、
そ
の
形
式
に
向
け
ら
れ
て
お
り
、
ま
た
律
法
の
持
つ
思
考
の
権
威
に
で
は
な
く
、
律
法
授
与
者
の
権
威
に
向

け
ら
れ
て
い
る
）
25
（

」。
こ
の
よ
う
な
、
律
法
に
対
す
る
プ
ト
レ
マ
イ
オ
ス
の
批
判
的
な
立
場
を
ハ
ル
ナ
ッ
ク
は
高
く
評
価
し
、
次
の
よ
う
に
述

べ
て
い
る
。宗

教
的
か
つ
歴
史
的
観
点
か
ら
見
れ
ば
、
プ
ト
レ
マ
イ
オ
ス
の
行
為
は
極
め
て
勇
気
の
あ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
行
為
と

は
、
信
仰
に
基
づ
い
て
き
っ
ぱ
り
と
律
法
に
対
し
て
反
対
の
態
度
を
取
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
律
法
の
構
成
要
素
の
あ
る
部
分

――
そ
れ
は
モ
ー
セ
が
与
え
た
部
分
だ
け
で
な
く
、『
神
』
に
由
来
す
る
も
の
も
含
ん
で
い
る
が
――
は
、
そ
れ
を
今
や
与
え

ら
れ
た
宗
教
の
新
し
い
段
階
に
お
い
て
は
、
止
揚
さ
れ
、
ま
た
無
効
と
さ
れ
て
い
る
。
ロ
ー
マ
の
公
同
教
会
は
、
二
世
紀
の
終

わ
り
に
最
終
的
に
自
ら
の
立
場
を
定
式
化
す
る
と
き
ま
で
、
こ
の
よ
う
な
こ
と
を
思
い
切
っ
て
す
る
こ
と
は
出
来
な
か
っ
た
。

こ
の
教
会
は
、〔
律
法
を
〕『
満
た
し
』〔im

p
le

re

〕、『
補
完
し
』〔su

p
p

le
re

〕、『
完
成
さ
せ
る
』〔p

e
rfi

ce
re

〕
こ
と
は
認
め

て
も
、『
廃
止
さ
せ
る
』〔ab

ro
g

are

〕
こ
と
を
認
め
る
こ
と
は
出
来
な
か
っ
た
の
で
あ
る
）
26
（

。

当
時
の
キ
リ
ス
ト
教
会
が
為
し
得
な
か
っ
た
「
律
法
の
廃
止
」
を
、
プ
ト
レ
マ
イ
オ
ス
の
独
自
の
教
会
は
行
い
、
そ
れ
に
対
し
て
体
系
的

な
説
明
を
明
ら
か
に
し
た
点
を
ハ
ル
ナ
ッ
ク
は
称
賛
し
て
い
る
。
こ
こ
で
注
記
す
べ
き
点
は
、
ハ
ル
ナ
ッ
ク
の
こ
の
議
論
が
、
律
法
解
釈
の

分
析
か
ら
旧
約
聖
書
全
体
の
位
置
付
け
へ
と
拡
大
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
次
の
文
章
の
中
に
も
表
れ
て
い
る
。

（
今
か
ら
）
一
七
〇
〇
年
前
に
既
に
、
旧
約
聖
書
は
キ
リ
ス
ト
者
に
よ
っ
て
そ
の
軛
を
払
い
落
と
さ
れ
て
い
た
。
敬
虔
な
信

仰
と
自
由
に
満
た
さ
れ
て
、
旧
約
聖
書
と
向
き
合
っ
て
い
た
キ
リ
ス
ト
教
的
共
同
体
が
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
れ
か
ら
何
世
代

も
過
ぎ
て
、
そ
の
必
要
性
が
認
識
さ
れ
て
い
る
今
日
に
お
い
て
も
、
男
と
女
か
ら
成
る
、
か
の
小
さ
な
共
同
体
が
あ
れ
ほ
ど
明
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確
に
か
つ
勇
気
を
持
っ
て
弁
明
し
た
、
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
自
由
の
状
態
は
、
未
だ
再
び
や
っ
て
来
て
は
い
な
い
の
で
あ
る
）
27
（

。

律
法
、
即
ち
旧
約
聖
書
を
解
放
さ
れ
る
べ
き
軛
と
見
な
し
、
そ
の
向
か
い
側
に
キ
リ
ス
ト
教
的
信
仰
と
自
由
を
ハ
ル
ナ
ッ
ク
は
対
置
し
て

い
る
。
こ
の
よ
う
な
旧
約
と
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
と
の
対
比
は
、
彼
の
数
年
後
の
著
作
『
マ
ル
キ
オ
ン
』
の
中
で
、
最
も
鮮
明
に
描
か
れ
る
こ

と
に
な
る
の
で
あ
る
。

第
四
節　
『
マ
ル
キ
オ
ン
――
異
邦
の
神
の
福
音
』

“
M

arcio
n

: D
as E

van
g

e
liu

m
 vo

m
 fre

m
d

e
n

 G
o

tt ”

﹇1
9
2
1

﹈（1
9
2
4

）

一
九
二
〇
年
六
月
二
七
日
に
、ハ
ル
ナ
ッ
ク
は
大
著
『
マ
ル
キ
オ
ン
――
異
邦
の
神
の
福
音
）
28
（

』
を
書
き
上
げ
た
。
彼
は
一
九
歳
（
一
八
七
〇

年
）
の
学
生
の
時
に
ド
ル
パ
ト
大
学
で
マ
ル
キ
オ
ン
に
関
す
る
論
文
）
29
（

を
著
し
、
そ
れ
以
来
約
五
十
年
も
の
間
、
こ
の
テ
ー
マ
を
考
究
し
続
け

て
い
た
）
30
（

。

マ
ル
キ
オ
ン
は
前
節
で
取
り
上
げ
た
グ
ノ
ー
シ
ス
の
プ
ト
レ
マ
イ
オ
ス
と
同
じ
二
世
紀
の
人
物
で
あ
り
、
プ
ト
レ
マ
イ
オ
ス
と
同
じ
よ
う

に
、
至
高
神
と
創
造
神
と
を
分
離
す
る
世
界
観
で
思
考
し
て
い
た
。
彼
に
と
っ
て
救
済
の
神
は
、
至
高
神
で
あ
る
キ
リ
ス
ト
の
父
で
あ
っ

て
、
こ
の
神
が
新
約
聖
書
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
神
で
あ
る
。
他
方
、
人
間
と
地
上
的
世
界
を
造
り
上
げ
た
神
は
創
造
神
で
あ
り
、
こ
の
神
は

律
法
と
預
言
者
の
神
と
し
て
旧
約
聖
書
の
中
で
語
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
二
神
の
分
離
、
そ
し
て
二
つ
の
契
約
書
の
分
離
を
基
に
し

て
、
マ
ル
キ
オ
ン
は
自
ら
の
正
典
を
編
纂
し
た
。
こ
の
マ
ル
キ
オ
ン
正
典
（
マ
ル
キ
オ
ン
・
カ
ノ
ー
ン
）
に
は
、
ル
カ
に
よ
る
福
音
書
と
、

パ
ウ
ロ
の
十
の
手
紙
）
31
（

だ
け
が
含
ま
れ
て
い
た
。
従
っ
て
、
旧
約
聖
書
は
こ
の
正
典
に
は
含
ま
れ
て
い
な
い
。
旧
約
は
マ
ル
キ
オ
ン
の
神
と
は
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異
な
る
創
造
者
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
り
、
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
福
音
を
含
ま
ず
、
そ
れ
故
に
救
済
の
業
と
は
無
関
係
だ
か
ら
で
あ
る
。

マ
ル
キ
オ
ン
の
旧
約
排
除
と
い
う
行
為
が
、
十
九
世
紀
以
来
の
ド
イ
ツ
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
意
味
を
持
っ
て
い
る
か
を
ハ
ル
ナ
ッ
ク
は

分
析
し
て
い
る
。
そ
れ
に
拠
れ
ば
、
マ
ル
キ
オ
ン
の
行
為
は
二
世
紀
で
は
誤
り
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
こ
の
時
代
に
必
要
な
行
為
と
し
て
積

極
的
に
評
価
さ
れ
て
い
る
。

歴
史
批
判
的
か
つ
宗
教
的
な
理
由
に
よ
っ
て
、
…
…
旧
約
聖
書
と
新
約
聖
書
を
等
し
く
扱
い
、
そ
れ
ぞ
れ
の
権
威
を
同
じ
よ

う
に
キ
リ
ス
ト
教
の
中
で
保
持
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
と
い
う
結
論
に
至
っ
た
。
シ
ュ
ラ
イ
エ
ル
マ
ッ
ハ
ー
〔
一
七
六
八
―

一
八
三
四
〕
と
そ
れ
に
続
く
人
々
は
こ
の
こ
と
を
明
確
に
認
識
し
て
い
た
。
そ
れ
故
に
、
マ
ル
キ
オ
ン
は
、
た
と
え
部
分
的
に

は
違
う
理
由
に
拠
っ
て
い
た
と
し
て
も
、
そ
の
行
為
は
正
当
に
認
め
ら
れ
る
べ
き
な
の
で
あ
る
。〔
シ
ュ
ラ
イ
エ
ル
マ
ッ
ハ
ー
〕

よ
り
百
年
の
間
、
福
音
派
の
教
会
は
こ
の
こ
と
に
気
付
い
て
お
り
、
そ
し
て
自
ら
の
原
則
に
従
っ
て
、
次
の
結
果
を
認
め
る
義

務
を
持
っ
て
い
た
。
即
ち
そ
れ
は
、
確
か
に
旧
約
聖
書
を
『
良
き
、
そ
し
て
有
益
に
読
ま
れ
る
べ
き
』
書
物
の
頂
点
に
据
え

て
、
そ
の
中
に
書
か
れ
た
教
育
的
な
知
識
を
力
の
限
り
保
持
す
る
が
、
し
か
し
旧
約
聖
書
が
正
典
の
書
で
は
な
い
こ
と
に
つ
い

て
は
、
キ
リ
ス
ト
教
の
共
同
体
〔
諸
教
会
〕
に
何
の
疑
い
も
な
い
状
態
に
さ
せ
て
お
く
義
務
で
あ
っ
た
）
32
（

。

十
七
世
紀
か
ら
十
八
世
紀
へ
の
転
換
期
に
イ
ギ
リ
ス
で
始
ま
っ
た
啓
蒙
主
義
は
、
教
会
に
お
け
る
旧
約
の
正
し
い
位
置
付
け
に
つ
い
て
の

疑
問
を
提
起
さ
せ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
の
時
点
で
は
宗
教
的
及
び
歴
史
的
な
「
一
般
的
な
」（allg

e
m

e
in

e

）
問
い
で
あ
っ
た
が
、
実
証

批
判
的
な
歴
史
哲
学
が
出
現
す
る
よ
う
に
な
っ
て
、
十
九
世
紀
初
期
に
こ
れ
が
発
達
す
る
と
、
も
は
や
既
存
の
状
態
を
無
批
判
に
享
受
す
る

こ
と
は
不
可
能
に
な
っ
た
と
ハ
ル
ナ
ッ
ク
は
分
析
し
て
い
る
）
33
（

。
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
教
会
を
含
め
た
全
て
の
キ
リ
ス
ト
教
共
同
体
は
、
こ
の
よ

う
な
状
態
に
対
し
て
活
路
を
見
出
す
術
を
持
っ
て
い
な
か
っ
た
。
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し
か
し
、
こ
の
諸
教
会
は
麻
痺
状
態
に
あ
っ
て
、
時
代
遅
れ
に
な
っ
た
伝
統
か
ら
自
由
に
な
る
た
め
の
道
具
を
造
り
出
す
こ

と
が
出
来
ず
に
い
た
。
そ
し
て
、
真
理
に
対
し
て
敬
意
を
表
す
力
と
勇
気
を
見
出
せ
な
か
っ
た
。
諸
教
会
は
、
伝
統
と
の
断
絶

の
結
果
に
怯
え
て
い
た
。
教
会
は
多
く
の
致
命
的
な
結
果
を
見
ず
、
ま
た
軽
視
し
て
お
り
、
絶
え
間
な
く
旧
約
聖
書
を
聖
な

る
、
欺
く
こ
と
の
な
い
書
と
し
て
保
持
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
『
民
』〔d

as V
o

lk

〕
が
掲
げ
て
い
る
、
キ
リ
ス
ト
教
や

教
会
の
真
実
性
に
対
す
る
多
く
の
異
議
は
、
教
会
が
依
然
と
し
て
旧
約
聖
書
に
対
し
て
持
っ
て
い
る
見
解
に
由
来
し
て
い
る
）
34
（

。

こ
の
よ
う
な
分
析
に
よ
っ
て
、
ハ
ル
ナ
ッ
ク
は
こ
の
時
代
の
ド
イ
ツ
の
教
会
に
求
め
ら
れ
て
い
る
旧
約
聖
書
へ
の
態
度
を
、
二
世
紀
の
思

想
家
の
中
に
見
出
そ
う
と
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

第
五
節　
『
宗
教
的
麻
痺
』
の
文
脈

本
稿
の
最
初
で
取
り
上
げ
た
「
宗
教
的
麻
痺
」
と
い
う
テ
ー
ゼ
は
、
前
節
で
考
察
し
た
ハ
ル
ナ
ッ
ク
の
見
解
の
直
前
で
語
ら
れ
て
い
る
。

ハ
ル
ナ
ッ
ク
は
、
マ
ル
キ
オ
ン
の
旧
約
聖
書
の
排
除
を
、
誤
っ
た
パ
ウ
ロ
理
解
に
基
づ
い
た
「
信
仰
に
よ
る
義
」（d

ie
 G

e
re

ch
tig

k
e

it au
s 

d
e

m
 G

lau
b

e
n

）
と
「
行
為
に
よ
る
義
」（d

ie
 G

e
re

ch
tig

k
e

it au
s d

e
m

 W
e

rk
e

n

）
と
の
対
比
に
求
め
、
こ
の
議
論
を
二
世
紀
か
ら
二
十

世
紀
初
頭
の
時
代
に
至
る
ま
で
拡
張
し
た
。

こ
れ
以
降
（
の
議
論
）
で
基
礎
付
け
ら
れ
る
べ
き
テ
ー
ゼ
は
、
次
の
も
の
で
あ
る
。
二
世
紀
に
お
い
て
旧
約
聖
書
を
退
け
る



387 19～20世紀のドイツにおける旧約聖書の位置付け

こ
と
は
誤
り
で
あ
っ
て
、
そ
れ
を
ロ
ー
マ
の
公
同
教
会
が
拒
絶
し
た
の
は
正
し
か
っ
た
。
十
六
世
紀
に
お
い
て
旧
約
を
保
持
す

る
こ
と
は
、
宿
命
的
な
も
の
で
あ
っ
て
、
宗
教
改
革
は
旧
約
を
取
り
去
る
こ
と
は
出
来
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
十
九
世
紀
以
来

の
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
に
お
い
て
、
こ
の
旧
約
を
正
典
的
な
記
録
と
し
て
未
だ
に
保
存
し
て
い
る
こ
と
は
、
宗
教
的
か
つ

教
会
的
な
麻
痺
の
結
果
〔d

ie
 F

o
lg

e
 e

in
e

r re
lig

iö
se

n
 u

n
d

 k
irch

lich
e

n
 L

äh
m

u
n

g

〕
で
あ
る
）
35
（

。

こ
こ
で
述
べ
ら
れ
た
二
世
紀
・
十
六
世
紀
・
十
九
世
紀
と
い
う
三
つ
の
状
況
を
、
ハ
ル
ナ
ッ
ク
は
次
の
よ
う
に
分
析
す
る
。

ま
ず
、
二
世
紀
に
旧
約
聖
書
を
拒
否
し
た
こ
と
が
誤
り
で
あ
る
の
は
、
歴
史
的
な
発
展
の
た
め
に
、
キ
リ
ス
ト
教
と
旧
約
の
繋
が
り
を
断

ち
切
っ
て
そ
れ
を
排
除
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
確
か
に
、
福
音
と
律
法
を
和
解
さ
せ
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
た
め

に
、
旧
約
と
そ
の
伝
統
を
拒
絶
す
る
可
能
性
も
認
め
ら
れ
る
が
、
マ
ル
キ
オ
ン
が
行
っ
た
よ
う
な
詩
編
作
者
の
敬
虔
さ
や
預
言
者
た
ち
の
深

遠
な
言
葉
を
非
難
す
る
こ
と
は
、
言
い
表
せ
な
い
程
の
混
乱
（u

n
säg

lich
e

 V
e

r
w

irru
n

g

）
で
あ
っ
た
。
あ
ら
ゆ
る
宗
教
は
、
一
定
の
範
囲

内
に
お
い
て
、
神
聖
で
な
い
も
の
で
あ
っ
て
も
神
聖
な
も
の
と
す
る
寛
容
性
を
持
ち
得
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、「〔
旧
約
聖
書
の
よ
う

に
〕
良
い
も
の
を
悪
い
も
の
と
見
な
し
、
神
聖
な
も
の
を
非
難
す
べ
き
も
の
と
見
な
せ
ば
、
報
い
を
受
け
る
で
あ
ろ
う
）
36
（

」。
従
っ
て
、
非
歴

史
的
で
誤
っ
た
方
法
に
基
づ
い
た
旧
約
の
排
除
は
、
当
然
の
よ
う
に
教
会
に
よ
っ
て
否
定
さ
れ
た
と
ハ
ル
ナ
ッ
ク
は
捉
え
て
い
る
。

次
に
、
十
六
世
紀
の
ル
タ
ー
に
と
っ
て
、
律
法
と
福
音
の
区
別
を
パ
ウ
ロ
・
マ
ル
キ
オ
ン
主
義
的
に
認
識
し
た
こ
と
が
、
霊
的
な
運
動

と
し
て
の
宗
教
改
革
に
影
響
を
与
え
た
と
ハ
ル
ナ
ッ
ク
は
理
解
し
て
い
る
。
彼
の
理
解
す
る
ル
タ
ー
に
よ
れ
ば
、
ユ
ダ
ヤ
人
の
律
法
は
、

「
肉
的
な
律
法
」（e

in
 le

ib
lich

e
s G

e
se

tz

）
で
あ
っ
て
、
こ
れ
を
キ
リ
ス
ト
者
は
も
は
や
必
要
と
は
し
て
い
な
い
。
律
法
に
由
来
す
る
義

は
、
虚
構
的
（fi

cta

）
で
奴
隷
的
（se

r
vilis

）
な
も
の
に
過
ぎ
な
い
）
37
（

。
律
法
は
、
恐
怖
と
い
う
手
段
に
よ
っ
て
人
間
を
導
く
「
誤
っ
た
」

（ve
rfe

h
lte

n

）
試
み
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
神
が
誤
る
と
い
う
こ
と
は
有
り
得
ず
、
こ
こ
か
ら
律
法
に
関
す
る
ル
タ
ー
の
慎
重
な
説
明
は
前

進
を
止
め
て
し
ま
う
。「
ル
タ
ー
が
歩
み
を
止
め
て
い
な
か
っ
た
ら
、
キ
リ
ス
ト
教
の
〔
旧
約
と
い
う
重
荷
か
ら
の
〕
解
放
と
そ
の
教
説
は
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ど
の
よ
う
に
な
っ
て
い
た
の
だ
ろ
う
！
」
と
、
ハ
ル
ナ
ッ
ク
は
悲
嘆
を
隠
し
て
い
な
い
。
こ
の
時
、
歴
史
的
批
判
は
幕
を
開
け
た
ば
か
り
で

あ
っ
て
、
伝
統
と
慣
習
は
依
然
と
し
て
強
力
で
あ
っ
た
。
聖
書
は
教
会
の
教
説
よ
り
も
確
固
と
し
た
位
置
付
け
に
あ
っ
て
、
ル
タ
ー
が
た
と

え
こ
の
伝
統
に
対
抗
す
る
勇
気
と
力
を
持
っ
て
い
た
と
し
て
も
、「
彼
は
ま
さ
に
こ
の
点
と
宗
教
的
に
結
び
付
け
ら
れ
」、
制
限
を
受
け
て
い

た
の
で
あ
る
）
38
（

。

最
後
に
、
十
九
世
紀
に
お
け
る
文
脈
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
前
節
で
議
論
を
確
認
し
た
。
教
会
に
お
け
る
旧
約
聖
書
の
位
置
付
け

を
巡
っ
て
、
啓
蒙
主
義
の
発
展
に
よ
っ
て
閉
塞
し
た
状
況
は
、
打
破
さ
れ
る
べ
き
時
期
を
逸
し
た
ま
ま
で
あ
っ
た
。

こ
こ
で
、
机
上
〔
の
議
論
〕
を
整
理
し
て
、
信
仰
の
表
明
に
お
い
て
真
理
を
語
る
こ
と
は
偉
大
な
行
動
で
あ
る
。
そ
れ
は
今

日
の
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
に
――
既
に
遅
す
ぎ
る
か
も
知
れ
な
い
が
――
求
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
）
39
（

。

こ
の
よ
う
な
歴
史
的
分
析
の
中
で
、
ハ
ル
ナ
ッ
ク
は
「
宗
教
的
麻
痺
」
と
い
う
言
葉
を
用
い
た
の
で
あ
る
。

第
六
節　

ハ
ル
ナ
ッ
ク
に
お
け
る
旧
約
聖
書
の
位
置
付
け

こ
こ
ま
で
、『
教
義
史
教
本
』
か
ら
『
マ
ル
キ
オ
ン
』
に
至
る
巨
視
的
な
文
脈
と
、『
マ
ル
キ
オ
ン
』
に
お
け
る
「
宗
教
的
麻
痺
」
と
い
う

微
視
的
な
文
脈
の
双
方
か
ら
ハ
ル
ナ
ッ
ク
の
旧
約
聖
書
理
解
を
分
析
し
た
。
も
ち
ろ
ん
本
稿
の
冒
頭
で
述
べ
た
と
お
り
、
こ
の
分
析
は
ハ
ル

ナ
ッ
ク
の
著
作
の
僅
か
な
断
片
に
依
拠
し
て
い
る
た
め
、
限
定
さ
れ
た
議
論
に
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
彼
の
代
表
的
な
著
作
を
主
と
し
て

分
析
す
る
限
り
、
そ
の
中
で
は
ハ
ル
ナ
ッ
ク
の
旧
約
聖
書
の
位
置
付
け
に
関
す
る
根
本
的
立
場
の
大
き
な
揺
れ
は
見
出
さ
れ
な
い
よ
う
に
思
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わ
れ
る
）
40
（

。

『
教
義
史
教
本
』
に
お
い
て
は
、
旧
約
聖
書
が
優
れ
た
教
導
的
価
値
を
持
ち
、
教
会
が
旧
約
聖
書
を
維
持
し
た
こ
と
は
教
会
の
発
展
上
必

要
で
あ
っ
た
こ
と
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、『
バ
ル
ナ
バ
の
手
紙
』
や
教
父
の
言
説
を
根
拠
と
し
て
、
キ
リ
ス
ト
者
と
い
う
新
し
い

神
の
民
が
、
旧
約
聖
書
の
正
統
な
継
承
者
で
あ
る
こ
と
が
語
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
彼
が
分
析
し
た
初
期
の
教
会
で
受
け
容
れ
ら
れ
て
い
た

議
論
で
あ
り
、
恐
ら
く
ハ
ル
ナ
ッ
ク
も
そ
れ
に
従
っ
て
い
る
が
、
後
の
ハ
ル
ナ
ッ
ク
の
議
論
に
お
い
て
中
心
と
は
な
っ
て
い
な
い
よ
う
に
思

わ
れ
る
。
他
方
で
『
キ
リ
ス
ト
教
の
本
質
』
に
お
い
て
も
、
こ
の
旧
約
聖
書
の
教
訓
的
な
書
と
し
て
の
位
置
付
け
は
変
更
さ
れ
て
い
な
い

が
、
旧
約
聖
書
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
否
定
的
側
面
に
つ
い
て
も
語
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
彼
の
立
場
の
転
換
の
よ
う
に
も
見
受
け
ら

れ
る
が
、
恐
ら
く
実
際
に
は
そ
う
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
と
い
う
の
も
、
彼
は
『
教
義
史
教
本
』
に
お
い
て
、
旧
約
聖
書
（
及
び
ユ
ダ
ヤ
教

的
要
素
）
と
ギ
リ
シ
ア
・
ロ
ー
マ
的
要
素
を
維
持
し
な
が
ら
発
展
し
た
教
会
の
歴
史
を
、
必
ず
し
も
肯
定
的
に
捉
え
て
い
る
と
は
言
え
な
い

か
ら
で
あ
る
）
41
（

。
こ
の
点
は
、『
キ
リ
ス
ト
教
の
本
質
』
に
お
い
て
、
更
に
明
瞭
に
語
ら
れ
て
い
る
。
旧
約
聖
書
は
「
新
し
い
制
限
」
で
あ
り
、

あ
る
種
の
不
利
益
と
同
一
視
さ
れ
た
。
だ
が
、
そ
れ
は
キ
リ
ス
ト
教
の
共
同
体
に
と
っ
て
軛
と
な
っ
た
に
も
拘
ら
ず
、
そ
れ
を
彼
は
教
会
史

に
お
い
て
必
要
な
段
階
と
捉
え
て
い
た
。

し
か
し
、
い
わ
ば
避
け
ら
れ
な
い
も
の
と
し
て
の
、
こ
の
軛
か
ら
の
解
放
を
、
グ
ノ
ー
シ
ス
主
義
者
プ
ト
レ
マ
イ
オ
ス
と
マ
ル
キ
オ
ン
の

分
析
に
お
い
て
ハ
ル
ナ
ッ
ク
は
一
種
の
悲
願
の
よ
う
な
か
た
ち
で
理
解
し
て
い
る
。
プ
ト
レ
マ
イ
オ
ス
は
旧
約
聖
書
を
廃
止
し
、
マ
ル
キ
オ

ン
は
旧
約
聖
書
を
排
除
し
、
そ
れ
を
彼
ら
の
勇
気
あ
る
行
為
と
ハ
ル
ナ
ッ
ク
は
見
な
し
て
い
る
。
だ
が
、
こ
こ
で
は
ハ
ル
ナ
ッ
ク
の
恣
意
的

な
解
釈
も
見
出
さ
れ
る
。
プ
ト
レ
マ
イ
オ
ス
は
恐
ら
く
、
救
い
主
に
よ
る
律
法
の
「
完
成
」
と
救
済
に
目
を
向
け
て
い
た
の
で
あ
っ
て
、
旧

約
の
廃
止
を
主
題
と
し
て
扱
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
何
よ
り
、
プ
ト
レ
マ
イ
オ
ス
の
議
論
は
「
律
法
」
に
限
定
さ
れ
て
お
り
、

ハ
ル
ナ
ッ
ク
の
よ
う
に
、
決
し
て
「
旧
約
聖
書
」
全
体
に
ま
で
議
論
を
拡
大
は
し
て
い
な
い
。
ま
た
マ
ル
キ
オ
ン
の
場
合
、
ハ
ル
ナ
ッ
ク
自

身
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、「
マ
ル
キ
オ
ン
は
旧
約
聖
書
を
正
典
に
含
め
な
か
っ
た
が
、
こ
の
書
を
手
元
に
留
め
る
こ
と
を
禁
じ
ず
）
42
（

、
こ
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の
書
の
中
に
読
ま
れ
る
べ
き
有
益
な
も
の
が
あ
る
こ
と
さ
え
も
認
識
し
て
い
た
。
し
か
し
、
彼
は
旧
約
の
中
に
福
音
と
は
異
な
る
精
神
を
見

出
し
、
こ
の
宗
教
の
中
に
〔
異
な
る
〕
二
つ
の
精
神
を
見
よ
う
と
は
欲
し
な
か
っ
た
）
43
（

」
の
で
あ
る
。
即
ち
、
マ
ル
キ
オ
ン
自
身
は
旧
約
聖
書

を
排
除
す
る
こ
と
よ
り
も
、
旧
約
と
福
音
の
神
と
の
分
離
を
主
眼
に
置
こ
う
と
し
て
お
り
、
歴
史
的
事
実
を
述
べ
る
書
と
し
て
の
旧
約
聖
書

を
マ
ル
キ
オ
ン
は
受
容
し
て
い
る
）
44
（

。
従
っ
て
、
確
か
に
プ
ト
レ
マ
イ
オ
ス
は
律
法
を
（
部
分
的
に
）
廃
止
し
、
マ
ル
キ
オ
ン
は
旧
約
聖
書
を

正
典
か
ら
排
除
し
た
が
、
こ
の
こ
と
は
彼
ら
の
中
心
的
思
想
及
び
行
為
で
あ
る
か
は
疑
問
で
あ
っ
た
。
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
、
ハ
ル
ナ
ッ
ク
が

こ
の
点
を
必
要
以
上
に
称
賛
す
る
（
よ
う
に
見
ら
れ
た
）
こ
と
に
よ
っ
て
、
避
け
ら
れ
た
か
も
知
れ
な
い
誤
解
）
45
（

を
招
く
こ
と
に
な
っ
た
よ
う

に
思
わ
れ
る
。

ハ
ル
ナ
ッ
ク
が
プ
ト
レ
マ
イ
オ
ス
と
マ
ル
キ
オ
ン
の
中
に
見
出
し
た
共
感
的
要
素
は
、
恐
ら
く
別
の
か
た
ち
で
表
現
さ
れ
る
べ
き
も
の
で

あ
っ
た
か
、
も
し
く
は
別
の
部
分
を
強
調
す
べ
き
で
あ
っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
イ
エ
ス
は
旧
約
聖
書
に
基
づ
い
て
語
り
、
旧
約
に
は
キ

リ
ス
ト
者
を
導
く
教
育
的
側
面
を
持
ち
、
救
済
史
上
で
必
要
と
さ
れ
る
位
置
付
け
に
あ
っ
た
。
そ
れ
故
に
、
プ
ト
レ
マ
イ
オ
ス
も
マ
ル
キ
オ

ン
も
旧
約
聖
書
を
読
む
の
を
禁
じ
る
よ
う
な
こ
と
は
一
切
公
に
主
張
し
な
か
っ
た
。
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
、
こ
の
両
者
は
旧
約
聖
書
（
な
い
し

は
律
法
）
を
廃
止
も
し
く
は
排
除
し
、
ハ
ル
ナ
ッ
ク
は
こ
れ
に
同
感
す
る
立
場
を
示
し
た
。
ハ
ル
ナ
ッ
ク
が
彼
ら
に
共
感
の
意
を
示
し
た
の

は
、
む
し
ろ
旧
約
の
「
正
典
性
」（K

an
o

n

）
か
ら
の
除
外
で
あ
っ
て
、
こ
れ
は
一
般
的
に
表
象
さ
れ
る
旧
約
聖
書
の
廃
止
や
排
除
と
重
な

る
部
分
は
あ
っ
て
も
、
同
義
で
は
な
か
っ
た
。
こ
こ
で
の
「
除
外
」
は
、
無
価
値
な
も
の
と
し
て
切
り
捨
て
る
こ
と
を
意
味
し
な
い
。
こ
れ

は
、
二
世
紀
の
二
人
の
思
想
家
に
と
っ
て
も
同
様
で
あ
り
、
ま
さ
に
こ
の
点
を
ハ
ル
ナ
ッ
ク
は
教
会
の
「
宗
教
的
麻
痺
」
が
起
こ
る
以
前
の

「
勇
気
あ
る
行
動
」
と
見
な
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

旧
約
の
「
正
典
性
」
の
除
外
に
対
し
て
ハ
ル
ナ
ッ
ク
が
共
感
を
抱
い
て
い
た
の
は
、
マ
ル
キ
オ
ン
や
プ
ト
レ
マ
イ
オ
ス
と
同
様
に
、
律
法

と
福
音
の
間
に
「
二
つ
の
異
な
る
精
神
」（Z

w
e

i G
e

iste

）
46
（r

）
を
見
出
し
た
こ
と
に
よ
る
。
ハ
ル
ナ
ッ
ク
は
も
ち
ろ
ん
、
律
法
と
福
音
の
間
に

別
々
の
神
々
を
見
出
し
て
は
い
な
い
が
）
47
（

、
少
な
く
と
も
別
々
の
精
神
が
働
い
て
い
る
こ
と
を
見
出
し
て
い
た
。
そ
れ
故
に
、
プ
ト
レ
マ
イ
オ



391 19～20世紀のドイツにおける旧約聖書の位置付け

ス
が
行
っ
た
律
法
（
特
に
「
十
戒
」）
批
判
を
、「
そ
れ
は
急
進
的
で
は
あ
っ
た
が
、
彼
の
批
判
の
す
べ
て
の
節
に
、
律
法
に
対
す
る
ど
れ
だ

け
の
敬
虔
さ
が
含
ま
れ
て
い
た
だ
ろ
う
か
！
…
…
彼
の
批
判
の
原
理
と
な
っ
て
い
た
の
は
、
イ
エ
ス
の
言
葉
で
あ
っ
た
。
も
っ
と
適
切
に
言

え
ば
、
イ
エ
ス
の
神
概
念
と
倫
理
で
あ
っ
た
）
48
（

」
と
し
て
、
律
法
と
イ
エ
ス
の
福
音
を
ハ
ル
ナ
ッ
ク
は
対
比
さ
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
福

音
と
異
な
る
精
神
は
、
イ
エ
ス
の
倫
理
及
び
キ
リ
ス
ト
者
の
自
由
に
対
す
る
足
か
せ
と
な
っ
て
い
た
。
そ
の
軛
か
ら
解
放
さ
れ
る
こ
と
の
必

要
性
を
ル
タ
ー
以
降
の
教
会
は
認
識
し
て
お
り
、
そ
れ
が
出
来
な
い
こ
と
が
「
麻
痺
状
態
」
で
あ
っ
た
。
こ
の
文
脈
で
は
、
旧
約
は
キ
リ
ス

ト
教
的
自
由
の
阻
害
物
と
し
て
語
ら
れ
る
が
、
ハ
ル
ナ
ッ
ク
は
旧
約
を
除
外
す
る
（ve

r
w

e
rfe

n

）
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、
正
典
の
権
威

か
ら
外
す
（ih

m

〔
旧
約
聖
書
〕 d

ie
 k

an
o

n
isch

e
 A

u
to

rität e
n

tzo
g

e
n

 ist

）
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
本
来
の
価
値
を
見
出
せ
る
と
説
い
て

い
た
の
で
あ
る
）
49
（

。
結
語

ハ
ル
ナ
ッ
ク
の
「
宗
教
的
麻
痺
」
と
い
う
言
葉
は
、
彼
の
旧
約
聖
書
の
位
置
付
け
を
偏
っ
た
方
向
に
導
く
結
果
と
な
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ

る
。
そ
れ
は
旧
約
の
蔑
視
と
、
そ
れ
に
起
因
す
る
反
ユ
ダ
ヤ
主
義
で
あ
る
。
し
か
し
、
彼
の
著
作
の
中
で
は
、
旧
約
が
持
つ
独
自
の
価
値

（
教
導
的
性
質
や
敬
虔
さ
な
ど
）
は
常
に
認
め
ら
れ
、
教
会
の
歴
史
性
に
お
い
て
必
要
な
も
の
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
て
い
た
。
し
か
し
、

旧
約
は
「
良
き
、
有
益
な
読
ま
れ
る
べ
き
」
書
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
イ
エ
ス
の
福
音
と
キ
リ
ス
ト
者
の
自
由
に
対
す
る
「
新
し
い
制
限
」

で
あ
り
、
軛
と
な
っ
て
い
た
。
こ
れ
そ
の
も
の
に
対
し
て
ハ
ル
ナ
ッ
ク
は
全
否
定
を
し
て
い
な
い
。
そ
の
「
制
限
」
も
初
期
の
教
会
に
と
っ

て
は
必
要
で
あ
っ
た
し
、
そ
れ
故
に
旧
約
を
二
世
紀
に
排
除
し
た
マ
ル
キ
オ
ン
の
行
為
を
、
彼
は
羨
望
と
共
に
誤
り
（e

in
 F

e
h

le
r

）
で
あ

る
と
見
な
し
た
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
ハ
ル
ナ
ッ
ク
の
旧
約
聖
書
に
対
す
る
態
度
は
両
義
的
な
も
の
で
あ
る
が
、
無
価
値
な
も
の
と
し
て
の
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排
除
は
内
包
さ
れ
て
い
な
い
。
イ
エ
ス
の
福
音
と
旧
約
聖
書
の
価
値
を
並
列
化
し
、
正
典
の
中
に
等
し
く
位
置
付
け
る
と
き
に
、
旧
約
へ
の

否
定
的
な
色
彩
を
強
く
帯
び
る
の
で
あ
る
。
十
九
世
紀
を
過
ぎ
て
も
旧
約
聖
書
を
保
持
す
る
教
会
の
麻
痺
状
態
と
は
、
こ
の
よ
う
な
彼
の
旧

約
理
解
の
文
脈
で
理
解
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
　
　

注

（
1
） A

d
o

lf vo
n

 H
arn

ack
, M

a
rcion

: D
a

s E
va

n
geliu

m
 vom

 F
rem

d
en

 G
ott,

﹇1
9
2
1

﹈, 2
te

.

﹇1
9
2
4

﹈, D
arm

stad
t, 1

9
9
6
, S

.2
1
7
.  

尚
、
本
稿
で
参
照

す
る
ハ
ル
ナ
ッ
ク
の
『
マ
ル
キ
オ
ン
』
は
、
こ
の
第
二
版
を
用
い
る
こ
と
と
す
る
。

（
2
） 

リ
ー
ツ
マ
ン
（L

ie
tzm

an
n

）
や
フ
ォ
ン
・
ゾ
ー
デ
ン
（vo

n
 S

o
d

e
n

）
な
ど
、
ハ
ル
ナ
ッ
ク
が
『
マ
ル
キ
オ
ン
』
第
一
版
を
出
版
し
た
一
九
二
一

年
か
ら
第
二
版
が
出
版
さ
れ
る
一
九
二
四
年
ま
で
に
膨
大
な
批
判
が
あ
っ
た
こ
と
が
、
マ
ル
キ
オ
ン
第
二
版
の
巻
末
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
そ

れ
ら
の
批
判
に
対
し
、
ハ
ル
ナ
ッ
ク
は
「
マ
ル
キ
オ
ン
に
関
す
る
新
た
な
考
察
」（N

e
u

e
 S

tu
d

ie
n

 zu
 M

arcio
n

）
と
し
て
論
考
を
第
二
版
の
中

に
含
め
て
い
る
。

（
3
） 

例
え
ば
、
フ
ァ
ン
・
リ
ュ
ー
ラ
ー
な
ど
。
A
・
フ
ァ
ン
・
リ
ュ
ー
ラ
ー
『
キ
リ
ス
ト
教
会
と
旧
約
聖
書
』
矢
澤
励
太
訳
、
教
文
館
、
二
〇
〇
七

年
、
一
〇
〇
頁
。

（
4
） 

ハ
ル
ナ
ッ
ク
と
ア
ン
チ
・
セ
ミ
テ
ィ
ズ
ム
の
議
論
は
、
キ
ン
ツ
ィ
ッ
ヒ
の
研
究
の
中
で
触
れ
ら
れ
て
い
る
。W

o
lfram

 K
in

zig
, H

a
rn

a
ck

, 

M
a

rcio
n

 u
n

d
 d

a
s Ju

d
en

tu
m

: N
ebst ein

er k
o
m

m
en

tier
ten

 E
d
itio

n
 d

es B
rief w

ech
sels A

d
o
lf v

o
n

 H
a

rn
a

ck
s m

it H
o
u

sto
n

 S
tew

a
r
t 

C
h
a

m
berla

in
, L

e
ip

zig
, 2

0
0
4
, S

.9
3
.  

尚
、
ハ
ル
ナ
ッ
ク
及
び
マ
ル
キ
オ
ン
と
ア
ン
チ
・
セ
ミ
テ
ィ
ズ
ム
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
拙
論
の
中
で
取

り
上
げ
た
。「
正
典
化
に
お
け
る
旧
約
聖
書
の
排
除
と
ア
ン
チ
・
セ
ミ
テ
ィ
ズ
ム
――
古
代
教
会
周
縁
の
反
ユ
ダ
ヤ
人
問
題
を
巡
っ
て
」『
国
際
関

係
・
比
較
文
化
研
究
』、
第
八
巻
第
二
号
、
静
岡
県
立
大
学
国
際
関
係
学
部
、
二
〇
一
〇
年
、
一
―
一
四
頁
。
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（
5
） 

も
っ
と
も
、
こ
れ
に
は
膨
大
な
量
の
ハ
ル
ナ
ッ
ク
の
著
作
を
扱
う
必
要
が
あ
る
。
一
九
八
一
年
の
時
点
で
水
垣
氏
は
、
未
だ
ハ
ル
ナ
ッ
ク
の
史

料
は
（
特
に
書
簡
な
ど
を
含
め
る
と
）
未
整
備
か
つ
未
公
刊
で
あ
っ
て
、
ハ
ル
ナ
ッ
ク
の
全
体
像
を
示
す
著
作
が
欧
米
に
お
い
て
も
存
在
し
な

い
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
（
水
垣
渉
「
ア
ド
ル
フ
・
ハ
ル
ナ
ッ
ク
に
お
け
る
『
キ
リ
ス
ト
教
の
ギ
リ
シ
ア
化
』
の
問
題
」『
途
上
』、
第
一
一
号
、

思
想
と
キ
リ
ス
ト
教
研
究
会
、
一
九
八
一
年
、
七
〇
―
七
一
頁
）。
今
日
で
は
そ
の
状
況
が
幾
分
改
善
さ
れ
て
い
る
が
、
も
ち
ろ
ん
未
だ
十
分
で

あ
る
と
は
言
え
な
い
で
あ
ろ
う
。

（
6
） A

d
o

lf vo
n

 H
arn

ack
, L

eh
rbu

ch
 d

er D
ogm

en
gesch

ich
te: E

rster B
a

n
d
: D

ie E
n

tsteh
u

n
g d

es k
irch

lilch
en

 D
ogm

a
s,

﹇1
8
8
5

﹈, 4
te

.,

﹇1
9
0
9

﹈, 
D

arm
stad

t, 1
9
8
3
.  

本
稿
で
参
照
し
た
の
は
増
補
版
と
な
る
第
四
版
で
あ
る
が
、
キ
ン
ツ
ィ
ッ
ヒ
（ibid

., 2
0
0
4

）
に
従
っ
て
、
こ
の
議
論
に
限

定
す
れ
ば
初
版
か
ら
の
大
き
な
変
更
は
な
い
も
の
と
し
て
こ
の
第
四
版
を
扱
う
。

（
7
） 

本
稿
で
参
照
す
る
ハ
ル
ナ
ッ
ク
の
年
代
に
関
し
て
は
、
彼
の
娘
が
書
い
た
ハ
ル
ナ
ッ
ク
の
伝
記
を
用
い
た
。A

g
n

e
s vo

n
 Z

ah
n

-H
arn

ack
, A

d
olf 

von
 H

a
rn

a
ck

,

﹇1
9
3
6

﹈, 2
te

., B
e
rlin

, 1
9
5
1
, S

.9
7

―1
0
6
.

（
8
） S

.4
8
.

（
9
） 「
後
期
ユ
ダ
ヤ
教
的
」（sp

ätjü
d

isch

）
と
い
う
言
葉
は
、
恐
ら
く
現
在
で
あ
れ
ば
「
初
期
ユ
ダ
ヤ
教
的
」（frü

h
jü

d
isch

）
と
訳
す
の
が
適
当

で
あ
る
が
、
ハ
ル
ナ
ッ
ク
の
時
代
性
を
踏
ま
え
て
そ
の
ま
ま
訳
出
し
た
。C

f. H
u

b
e
rt F

ran
k

e
m

ö
lle

, F
rü

h
ju

d
en

tu
m

 u
n

d
 U

rch
risten

tu
m

: 

V
orgesch

ich
te

―V
erla

u
f A

u
sw

irk
u

n
gen

 (4
. Ja

h
rh

u
n

d
ert v. C

h
r. bis 4

. Ja
h
rh

u
n

d
ert n

. C
h
r.), S

tu
ttg

art, 2
0
0
6
, S

.2
6
.

（
10
） 『
教
義
史
教
本
』、S

.6
4
.

（
11
） Ibid

., S
.1

7
4
.

（
12
） Ibid

., S
.1

9
5
.

（
13
） Ibid

., S
.1

9
7
.  

こ
の
議
論
の
根
拠
と
し
て
、
ハ
ル
ナ
ッ
ク
は
『
バ
ル
ナ
バ
の
手
紙
』
や
、
ア
レ
ク
サ
ン
ド
リ
ア
の
ク
レ
メ
ン
ス
、
ユ
ス
テ
ィ
ノ
ス

な
ど
の
教
父
の
文
献
を
挙
げ
て
い
る
。

（
14
） Ibid

., S
.1

9
8

―1
9
9
.  

こ
の
「
新
し
い
」
と
「
古
い
」
と
い
う
言
葉
は
、
時
間
的
な
も
の
を
意
味
す
る
の
で
は
な
い
と
ハ
ル
ナ
ッ
ク
は
注
記
し
て
い

る
。
キ
リ
ス
ト
教
の
教
会
は
、
初
め
か
ら
神
に
よ
っ
て
予
見
さ
れ
、
造
り
出
さ
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

（
15
） 『
キ
リ
ス
ト
教
の
本
質
』
に
関
し
て
は
、
ベ
ル
リ
ン
大
学
で
の
講
義
後
一
〇
〇
年
を
記
念
し
て
レ
ン
ト
ル
フ
が
注
釈
を
付
け
た
一
九
九
九
年
版
を

参
照
し
た
。A

d
o

lf vo
n

 H
arn

ack
, D

a
s W

esen
 d

es C
h
risten

tu
m

s, h
g

. u
. k

o
m

m
e
n

tie
rt v., T

ru
tz R

e
n

d
to

rff,

﹇1
9
0
4

﹈, G
ü

te
rslo

h
, 1

9
9
9
.



394

（
16
） 「
キ
リ
ス
ト
教
の
本
質
」
と
「
キ
リ
ス
ト
教
と
は
何
か
」
に
関
す
る
ハ
ル
ナ
ッ
ク
の
議
論
に
関
し
て
は
、
深
井
氏
の
研
究
を
参
照
し
た
。
深
井
智

朗
『
十
九
世
紀
の
ド
イ
ツ
・
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
――
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
帝
政
期
に
お
け
る
神
学
の
社
会
的
機
能
に
つ
い
て
の
研
究
』、
教
文

館
、
二
〇
〇
九
年
、
一
九
二
―
一
九
三
頁
。

（
17
） 『
キ
リ
ス
ト
教
の
本
質
』、S

.5
6
.

（
18
） Ibid

., S
.1

8
5
.

（
19
） Ibid

., S
.1

8
5
.

（
20
） Ibid

., S
.1

8
6
.

（
21
） A

d
o

lf v
o

n
 H

a
rn

a
c
k

, ”
D

e
r B

rie
f d

e
s P

to
le

m
ä
u

s a
n

 d
ie

 F
lo

ra
: E

in
e

 re
lig

iö
se

 K
ritik

 a
m

 P
e

n
ta

te
u

c
h

 im
 2

. Ja
h

rh
u

n
d

e
r
t, “ in

: 

S
itzu

n
gsberich

te d
er P

reu
ß
isch

en
 A

k
a

d
em

ie d
er W

issen
sch

a
ften

, 1
9
0
2
, S

.5
0
7

―5
4
5
.  

但
し
、
こ
の
版
の
論
文
そ
の
も
の
は
入
手
出
来
な

か
っ
た
た
め
、
一
九
八
〇
年
に
刊
行
さ
れ
た
ハ
ル
ナ
ッ
ク
の
論
文
集
に
所
収
さ
れ
た
版
を
用
い
た
。
項
数
は
初
版
と
、
校
訂
版
を
合
わ
せ
て

併
記
す
る
こ
と
と
す
る
。A

d
o

lf vo
n

 H
arn

ack
, K

lein
e S

ch
riften

 zu
r A

lten
 K

irch
e: B

erlin
er A

k
a

d
em

iesch
riften

 1
8

9
0

―1
9

0
7

, L
e
ip

zig
, 

1
9
8
0
, S

.5
9
1

―6
2
9
.  

尚
、
以
下
で
は
こ
の
論
考
を
『
プ
ト
レ
マ
イ
オ
ス
』
と
略
す
。

（
22
） 

グ
ノ
ー
シ
ス
の
プ
ト
レ
マ
イ
オ
ス
『
フ
ロ
ー
ラ
へ
の
手
紙
』
に
お
け
る
律
法
理
解
に
つ
い
て
は
、
拙
論
を
参
照
。「
二
つ
の
『
義
の
神
』
像
――

プ
ト
レ
マ
イ
オ
ス
と
マ
ル
キ
オ
ン
に
お
け
る
解
釈
を
め
ぐ
っ
て
」『
基
督
教
学
研
究
』
第
二
三
号
、
京
都
大
学
基
督
教
学
会
、
二
〇
〇
三
年
、

一
一
三
―
一
二
五
頁
。

（
23
） 『
フ
ロ
ー
ラ
へ
の
手
紙
』3

3
.7

.4

―5
.  

尚
、『
フ
ロ
ー
ラ
へ
の
手
紙
』
の
原
文
は
、
ハ
ル
ナ
ッ
ク
の
論
文
に
収
め
ら
れ
て
い
る
も
の
で
は
な
く
、

ク
ィ
ス
ペ
ル
の
校
訂
版
を
用
い
た
。P

to
le

m
é
e
, L

ettre à
 F

lora
, G

ille
s Q

u
isp

e
l

（e
d

.

）, S
o

u
rce

s C
h

ré
tie

n
n

e
s, 2

9
, P

aris, 1
9
6
6
.

（
24
） 『
フ
ロ
ー
ラ
へ
の
手
紙
』3

3
.5

.3

―9
.

（
25
） 『
プ
ト
レ
マ
イ
オ
ス
』S

.5
0
8
,

﹇S
.5

9
2

﹈.

（
26
） Ibid

., S
.5

2
3
,

﹇S
.6

0
7

﹈.

（
27
） Ibid

., S
.5

3
5
,

﹇S
.6

1
9

﹈.

（
28
） 

こ
こ
で
扱
う
こ
の
文
献
の
版
な
ど
に
つ
い
て
は
、
本
稿
注
1
を
参
照
。

（
29
） 

こ
の
懸
賞
論
文
で
金
メ
ダ
ル
を
取
っ
た
彼
の
作
品
は
、
最
近
に
な
っ
て
校
訂
版
が
出
版
さ
れ
た
。A

d
o

lf vo
n

 H
arn

ack
, D

er m
od

ern
e G

lä
u

bige 
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d
es 2

. Ja
h
rh

u
n

d
erts, D

er erste R
eform

a
tor: D

ie D
orp

a
ter P

reissch
rift (1

8
7

0
), h

g
. v., F

rie
d

e
m

an
n

 S
te

ck
, B

e
rlin

, 2
0
0
3
.

（
30
） S

.V
I

（
第
一
版
の
序
文
）. cf. A

g
n

e
s vo

n
 Z

ah
n

-H
arn

ack
,

﹇1
9
3
6

﹈, S
.3

9
7
.

（
31
） 
ガ
ラ
テ
ヤ
の
信
徒
へ
の
手
紙
・
コ
リ
ン
ト
の
信
徒
へ
の
手
紙
一
・
コ
リ
ン
ト
の
信
徒
へ
の
手
紙
二
・
ロ
ー
マ
の
信
徒
へ
の
手
紙
・
テ
サ
ロ
ニ
ケ

の
信
徒
へ
の
手
紙
一
・
テ
サ
ロ
ニ
ケ
の
信
徒
へ
の
手
紙
二
・
ラ
オ
デ
ィ
キ
ア
の
信
徒
へ
の
手
紙
（
エ
フ
ェ
ソ
の
信
徒
へ
の
手
紙
）・
コ
ロ
サ
イ
の

信
徒
へ
の
手
紙
・
フ
ィ
リ
ピ
の
信
徒
へ
の
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