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原

始

教
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共
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の

|
|
特
に

z
y
サ
V

ム
に
於
け
る
所
有
に
つ
い
て
|
|

津

崎

遺

堅

問

題
・
資

料

紀
一
疋
一
世
紀
の
半
頃
に
パ
レ
ス
チ
ナ
D
Z
ル
サ
レ
ム
に
於
て
、
基
替
の
弟
子
遣
を
中
心
に
し
て
信
徒
等
が
極
め
て
緊
密
在
る
共
同

生
活
を
替
ん
だ
と
云
ム
乙
と
は
有
名
で
あ
る
。
嘗
て
カ
ウ
岬
/
キ
ー
が
「
基
督
教
白
超
夙
」
に
於
て
、
そ
れ
は
全
く
共
産
状
態
で
あ
っ

た
と
云
ム
己
と
か
ら
し
て
、
讃
否
の
雨
論
対
喧
し
〈
行
は
れ
た
が
、
今
日
に
於
て
も
未
だ
一
般
的
に
は
ヵ
ウ
ツ
キ
I
の
考
へ
の
印
象

の
方
が
姐
く
残
っ
て
ゐ
る
や
う
で
あ
る
。
E
L
K
此
の
問
題
に
縄
れ
主
う
と
す
る
四
は
、
必
し
も
新
し
い
資
料
や
見
解
を
一
不
さ
う
と

ず
る
の
で
は
な
い
が
、
己
の
様
た
経
済
的
友
共
産
欣
態
を
現
閃
す
る
た
め
に
は
、
そ
の
底
に
或
る
種
特
別
の
緊
密
注
生
活
欣
態
が
あ

っ
た
と
と
、
更
に
そ
れ
を
導
い
た
特
別
左
る
精
神
欣
態
が
あ
っ
た
と
と
を
明
か
に
し
て
見
た
い
。
勿
論
、

一
定
の
経
済
現
象
キ
祉
舎

欣
態
を
生
む
も
の
は
、
必
し
も
か
h
る
精
一
岬
欣
態
に
白
み
根
擦
を
置
〈
と
と
は
出
来
た
い
。
外
的
・
物
質
的
な
、
歴
史
的
枇
曾
的

な
諸
僚
件
を
考
察
し
な
け
れ
ば
左
ら
た
い
。
併
し
と

a
A
K
は
問
題
の
述
べ
方
を
前
者
の
場
合
に
限
ら
う
と
忠
ふ
。
荒
し
、
か
h
る
基

督
教
白
起
源
に
闘
す
る
特
別
た
吠
態
に
闘
し
て
は
、
趨
め
て
主
要
注
る
動
機
ま
た
は
僚
件
と
し
て
、
精
神
的
た
る
も
の
が
如
何
に
一

定
。
生
活
赦
態
を
生
み
出
し
た
か
、
ま
た
そ
己
比
於
て
特
殊
友
る
経
済
赦
態
を
現
出
し
た
か
を
考
察
す
る
こ
と
が
重
要
だ
正
思
ふ
。

原
始
殺
回
目
共
同
性

童書

強

第
五
十
一
巻

四
七
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原
始
敢
闘
白
共
同
性

第
五
十
一
巻

四
iI. 

告書

掛

iI. 

併
し
ま
づ
か
L
る
赦
態
が
歴
史
的
に
事
貨
で
あ
っ
た
か

E
う
か
、
そ
の
資
料
は
如
何
と
云
み
と
正
が
問
題
と
た
る
。
ヒ
の
事
柄
が

明
に
記
載
さ
れ
て
ゐ
る
の
は
、
新
約
聖
書
白
使
徒
行
僻
第
一
一
章
と
第
四
寧
の
終
り
の
部
分
で
あ
る
。

「
噺
て
ベ
テ
ロ
白
官
を
聴
納
れ
し
者
は
バ
プ
テ
ス
マ
を
受
〈
。
こ
の
目
、
弟
子
に
加
は
り
た
る
者
、
相
ほ
よ
そ
コ
一
千
人
な
n
p
。
彼
ら
は
使
徒
た
ち
白
殺

を
受
け
、
吏
際
を
な
し
、
バ
ン
を
さ
さ
耕
請
を
な
す
こ
と
を
只
管
っ
と
む
。
と
A

に
人
み
な
長
を
生
ピ
、

a
F
f
白
不
思
議
と
徴
と
は
使
徒
た
ち
に
由
り

で
行
は
れ
た

P
。
信
ビ
た
る
者
は
み
な
備
に
居
り
て
ー
荷
般
の
物
を
共
に
し
、
費
産

'P」
所
有
と
を
賓
り
各
人
の
周
に
従
ひ
で
分
け
奥
へ
、
日
々
心
を
一
ワ

に
し
て
弛
み
な
，
、
宮
に
居
，
、
家
に
て
パ
ン
を
さ
也
君
、
獄
事
と
民
心
と
を
も
て
食
事
を
な
し
、
柿
を
欝
美
し
て
一
般
の
民
に
怯
ば
る
。
期
て
主
は
敢
は

る
込
者
を
日
々
か
れ
ら
白
巾
に
加
へ
給
へ
り
」
(
一
了
四
一
四
七
)

「
信
じ
た
る
者
白
群
は
、
加
な
じ
心
お
な
ビ
恩
と
な
り
、
誰
-
人
そ
の
所
有
を
己
出
物
、
と
調
は
ず
、
凡
で
白
物
を
共
に
せ

p
。
斯
て
使
徒
た
ち
は
大
な

る
能
力
も
て
主
イ

TA
の
復
活
白
樺
を
な
し
、
み
な
大
な
る
恩
恵
を
蒙
り
た
，
。
彼
ら
の
中
に
は
一
人
D
芝
し
き
者
も
な
か

nき
。
と
れ
地
所
あ
る
ひ

は
家
屋
を
有
て
る
者
、
こ
れ
を
賀
り
、
そ
白
賓
り
た
る
物
白
債
を
持
ち
捕
り
て
使
徒
た
ち
の
足
下
に
置
き
し
を
、
各
人
そ
の
用
に
障
ひ
て
分
け
典
へ
ら

れ
た
れ
ば
な

p
」
(
回
・
一
ユ
ニ

l
z一
七
)

併
し
己
の
記
事
に
つ
い
て
は
、
ま
づ
そ
の
筆
記
者
が
誰
れ
で
あ
る
か
を
聞
は
れ
ね
ば
左
ら
泣
い
。
そ
れ
は
多
〈
白
事
者
の
研
究
に

M
U
 

よ
っ
て
、
共
槻
繭
青
書
ル
カ
停
の
記
者
で
、
バ
ウ
ロ
の
同
伴
者
で
あ
っ
た
ル
カ
が
大
憶
を
書
い
た
も
の
と
さ
れ
る
。
け
れ
苫
も
使
徒

行
僻
の
前
宇
、
殊
に
第
二
章
や
第
四
章
の
如
き
は
、
抽
叫
が
営
時
残
っ
て
ゐ
た
と
こ
ろ
白
エ
ル
サ
レ
ム
に
闘
す
る
侍
承
を
養
料
と
し
て

書
い
た
も
の
冒
と
さ
れ
る
d

そ
し
て
友
ほ
そ
の
同
者
が
可
成
り
重
極
し
て
ゐ
る
と
も
見
ら
れ
る
叫
己
の
記
事
の
内
容
は
大
儒
紀
元
三

O

年
前
後
で
あ
る
が
、
ル
カ
が
書
い
た
の
は
六

O
年
か
ら
八

O
年
頃
ま
で
の
中
と
さ
れ
て
ゐ
る
叫
ま
た
己
の
ん
カ
自
身
が
己
白
歌
態
を

経
験
し
た
の
で
は
な
ぐ
、
殊
に
伎
は
ヱ
ル
ザ
レ
ム
の
人
で
も
な
〈
、
パ
ウ
ロ
に
つ
い
て
異
邦
教
舎
の
立
揚
に
多
〈
立
っ
た
の
で
あ
る

か
ら
、
更
に
彼
は
丈
章
家
で
あ
っ
た
か
ら
時
に
潤
飾
を
し
な
か
っ
た
と
は
云
は
れ
左
い
、
等
々
の
理
由
を
事
げ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

右
の
資
料
在
大
分
割
引
し
て
考
へ
ら
れ
る
部
分
も
あ
る
0
8

け
れ
ど
も
逆
に
ま
た
ル
カ
は
自
ら
聾
者
と
し
て
、
事
責
に
つ
い
て
正
確
に

cf. J. H. Ropes， A.H町 nack.the Acts of the Apostles， E. '1'.， 1909. p. 166 
the Apostolic Age， 19日， p. 75・
E. F. Scott， the Beginings of the Cburch， N. Y.， 1914. p. [43. 
Harnack. op. cit. p. 29ヴ Backham，p. Lf. etc 
F. Jack回ロ&K. Lake， the Beginings of Christianity， 1， .l.ondon，時四"-p・ 3∞
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見
る
力
主
持
っ
て
ゐ
た
で
あ
ら
う
し
、
比
較
的
公
平
左
判
断
を
持
ち
、
枇
合
的
E
義
に
つ
い
て
は
少
か
ら
血
開
心
を
持
っ
て
ゐ
た
と

云
ふ
己
と
、
更
に
は
波
は
バ
ウ
ロ
や
ヱ
ル
ザ
レ
ム
の
シ
ラ
ス
と
共
働
し
、
羅
馬
に
於
て
は
且
ル
サ
レ
ム
生
れ
の
マ
ル
コ
と
共
に
あ
っ

た
し
、
主
の
兄
弟
ヤ
ヨ
プ
と
個
人
的
危
親
し
さ
を
持
ち
、
彼
自
ら
も
パ
レ
ス
チ
ナ
に
行
っ
た
己
と
も
あ
る
か
ら
、
と
の
地
点
の
祉
合

。

欣
態
を
よ
〈
知
っ
て
ゐ
た
と
思
は
れ
る
。
殊
に
彼
が
と
の
偉
承
を
記
述
し
た
の
は
二
一
、
四
十
年
の
隔
り
を
以
て
ピ
あ
る
。
故
に
非
常

紅
毛
間
違
ひ
ま
た
は
架
空
な
空
想
主
葺
〈
ζ

と
は
営
時
と
し
て
許
さ
れ
左
か
っ
た
筈
で
あ
る
。

た
ピ
併
し
、
そ
の
エ
ル
サ
レ
ム
に
於
け
る
原
始
教
園
の
生
活
振
り
が
共
産
的
た
も
の
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
、
納
目
に

つ
い
て
は
問
題
が
あ
る
が
、
そ
の
大
憶
の
目
的
に
つ
い
て
は
肯
定
す
る
も
の
で
あ
も

ーー
Z
Y
サ
V

ム
数
困
の
成
立

原
始
教
圏
在
庚
〈
見
れ
ば
、
イ
エ
ス
と
そ
の
弟
子
及
び
己
れ
に
附
随
し
た
一
固
か
ら
初
め
ね
ば
な
ち
ぬ
か
も
知
れ
友
い
が
、
普
通

は
イ
エ
ス
の
死
後
、
そ
白
弟
子
遼
E
中
心
・
と
す
る
信
徒
白
一
圏
が
ヱ
ル
サ
レ
ム
を
中
心
に
し
て
在
っ
た
所
謂
ヱ
ル
サ
レ
ム
教
固
と
7

y

テ
オ
ケ
そ
の
他
の
異
邦
教
曾
又
は
パ
ウ
ロ
に
よ
る
呉
邦
人
教
合
を
も
含
め
て
云
は
れ
る
の
で
あ
る
が
、
己
h
に
は
主
と
し
て
そ
の

初
め
、
且
つ
中
心
で
あ
っ
た
と
と
ろ
の
Z

ル
サ
レ
ム
に
於
け
る
毅
圃
を
指
す
こ
と
h
す
る
。

彼
ら
の
構
成
は
初
め
は
犬
輝
、
十
二
使
徒
即
ち
イ
Z

ス
の
直
弟
子
寸
一
人
と
後
に
濯
ば
れ
た
る
マ
ッ
チ
ヤ
止
を
中
心
に
誼
昔
、
そ

れ
に
イ
且
ス
白
兄
弟
ヤ
ヨ
プ
、
母
マ
リ
ア
、
そ
自
他
の
婦
人
等
が
加
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
数
凡
そ
百
二
十
名
。
ベ
テ
"
と
ヨ
ハ
ネ

と
ヤ
ヨ
プ
の
三
人
が
そ
白
中
で
最
も
重
ん
ぜ
ら
れ
、
彼
ら
の
「
代
U

K
稽
ば
れ
た
。
そ
の
中
で
も
ベ
テ
院
は
特
に
隼
ば
れ
た
。
そ
れ

原
始
敬
圃
白
共
同
性

第
五
十
一
審

ヨ
四
九

第

= 
離

F、、

S曲 tt，p. :138. 
重量料としてや込不正確なりとするも回目例之、 F.C. Baur， Paul the .Apostlt: 
of Jesus Chri:st， 1， E.， T.， ]876， pp. 6. 
Scott， p_ 138. 10) Harnack， Ac包， p. :I~ 

."込肯定ナるも GDIi:...Jacksonetc.~ p田 306; Scott， p. 143白舛に E.Dobschutz， 

7) 
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9) 
1I) 



開
始
敬
圃
の
共
同
性

保
五
十
一
巻

三
五

O

俸
三
競

ハ、
四

は
イ
エ
ス
に
よ
っ
て
「
政
己
の
磐
の
上
に
我
が
教
曾
を
建
て
ん
」
と
云
は
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
が
、
後
に
は
ヤ
ヨ
プ
が
代
っ
た
。

E

の
様
左
家
族
的
一
圃
は
孟
ル
サ
レ
ム
に
於
て
、
聖
霊
の
導
き
を
受
け
つ
h
叡
め
て
親
し
昔
且
つ
熱
烈
怠
る
信
仰
生
活
を
共
に
替
ん
で

ゐ
た
、
が
併
し
次
第
に
そ
の
数
は
増
し
加
へ
ら
れ
、
品
唱
に
は
数
千
を
以
て
数
へ
ら
れ
る
に
至
っ
た
~
モ
の
園
別
も
色
ん
で
あ
っ
て
、

パ
レ
ス
チ
ナ
以
外
に
小
型
細
亜
、
希
騰
、
羅
馬
、
阿
弟
利
加
、
ア
ラ
ビ
ア
等
の
生
れ
白
そ
グ
ヤ
人
並
に
、
異
邦
人
改
宗
者
等
が
加
っ

た
。
彼
れ
ら
白
多
〈
は
巡
膿
者
で
あ
っ
た
ら
う
か
ら
、
い
つ
ま
で
も
エ
ル
ザ
レ
ム
比
四
国
っ
た
と
は
思
は
れ
友
い
が
、
併
し
そ
白
う
ち

に
は
暫
〈
四
国
る
も
の
も
あ
っ
た
で
あ
ら
う
。
と
に
角
‘
か
か
る
異
邦
生
れ
の
品
グ
ヤ
人
も
多
〈
ヱ
ル
ザ
レ
ム
数
圏
に
加
は
る
様
に
た

っ
た
。
い
は
ゆ
る
「
ギ
w
y
b
ヤ
語
の
で
グ
ヤ
人
」
も
多
〈
加
っ
た
が
対
そ
と
に
自
ら
従
来
の
「
ヘ
プ
ル
語
。
L

グ
ヤ
人
L

と
幾
分
微

妙
な
る
閥
係
に
立
つ
様

ι怠
っ
た
か
ら
、
モ
己
に
い
は
ゆ
る
「
執
事
」
と
い
ふ
も
の
も
出
来
、
説
数
も
堂
々
と
行
は
れ
る
や
う

ιた

っ
た
凶
遂
に
は
そ
の
一
人
た
る
ス
テ
バ
ノ
は
最
初
白
殉
数
を
遂
げ
る
と
い
ふ
と
と
に
た
っ
た
。
「
無
曲
学
の
凡
人
一
一
た
る
ガ
リ
ラ
ヤ
の
漁

夫
ベ
テ
ロ
は
今
や
全
数
回
の
父
と
し
て
、
或
は
説
教
し
、
或
は
奇
蹟
を
行
っ
た
.
預
言
者
ヨ
ヱ
ル
の
云
ム
様
に
「
末
の
世
に
至
り
て
、

我
が
震
を
凡
て
の
人
に
注
が
ん
。
放
ち
の
子
女
は
預
言
し
、
放
ら
の
若
者
は
幻
影
を
見
、
た
ん
ぢ
ら
の
老
人
は
多
を
見
る
べ
し
。
そ

の
慨
に
至
り
て
、

b
が
侯
・
牌
女
に
ι
引
が
霊
を
往
が
ん
。
彼
ら
は
歎
喜
ナ
ペ
し
」
と
云
ム
献
態
で
あ
っ
た
。

か
h
る
晶
一
日
逮
た
る
教
団
の
愛
展
は
一
樫
如
何
左
る
と
こ
ろ
に
原
因
が
あ
る
の
で
あ
ら
う
か
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
所
謂
原
始

一
つ
は
外
的
・
間

教
閣
成
立
の
動
因
と
し
て
、
種
々
に
論
議
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
と
れ
を
犬
き
〈
分
け
れ
ば
大
館
一
一
つ
に
た
る
，

接
的
動
因
と
他
は
内
的
・
直
接
的
動
悶
と
で
あ
る
。
前
者
に
つ
い
て
は
、
或
は
L

グ
ヤ
教
に
超
源
ず
る
も
の
と
し
、
そ
白
メ
シ

7
思

想
、
そ
の
敬
皮
、
そ
の
禁
欲
等
に
遺
〈
。
殊
に
は
パ
リ
ザ
イ
沃
或
ひ
は
エ
ウ
セ
ネ
波
の
影
響
が
著
し
い
と
か
、
又
は
洗
税
者
ヨ
ハ
ネ

Christian Life in the Primitivc Church， E. T.~ N. Y.， 1904， p. 143. A. C 
Mc田ffert，A H且sturyof Chri1itianity in the Apostolic Agc， Edinbur:gh， 1928 
(4)， p. 67田 etc. 1) Harnack， Acts， p. 264. ' 2) ガラテヤ菩 2:9
マダイ博 16:18. 4) 使徒行博 2:41， 1¥-: 4- 5) 向上 2・9一日

向上 6: 1-15. 7) 向上 4:13・ 8) ヨ孟ル書 2:28，28
3) 
6) 



に
よ
る
と
か
、
た
ほ
庚
〈
東
方
帯
儀
殺
や
ギ
リ
シ
ャ
白
神
秘
主
義
に
よ
る
左
か
、
壊
及
の
風
潮
に
染
っ
て
ゐ
る
と
か
、
更
に
は
羅
馬

丈
化
の
影
響
等
を
も
教
へ
る
己
と
が
出
来
る
ω

け
れ

E
も
九
己
れ
ら
は
何
れ
も
原
始
敬
園
の
費
生
に
影
響
を
興
へ
た
も
白
で
あ
っ
て

も
、
未
だ
何
れ
も
本
源
的
な
も
の
で
は
な
い
。
何
が
基
督
教
の
本
質
或
は
特
質
主
在
し
た
か
と
云
ふ
己
と
を
指
示
し
な
け
れ
ば
な
ら

た
い
d

そ
こ
で
次
に
内
的
な
直
接
的
友
動
因
E
、
そ
の
主
た
る
も
白
に
つ
い
て
皐
げ
る
た
ら
ば
、
何
上
り
も
先
づ
そ
白
主
た
る
も
の

は
繭
一
音
で
あ
ち
う
。

{
イ
)
宿
音
!
ー
と
は
何
か
。
そ
れ
は
彼
ら
の
師
に
し
て
主
た
る
イ
エ
ス
が
キ
リ
ス
ト
で
あ
っ
た
と
い
ふ
こ
と
、
い
ま
た
ほ
生
き
て

我
々
に
働
き
か
け
給
ム
と
云
ム
己
と
で
あ
る
。
十
字
架
に
か
け
ら
れ
た
イ
エ
ス
が
救
消
主
で
あ
る
と
い
ふ
こ
と
、
即
ち
我
ら
の
罪
を

購
H
M

、
復
活
し
て
永
生
主
興
へ
給
ふ
と
と
で
あ
る
。
救
済
と
永
坐
と
は
、
従
来
の
ユ
ダ
ヤ
較
に
よ
れ
ば
律
法
の
準
守
に
よ
ら
な
け
れ

ば
な
ら
な
か
っ
た
が
、
イ
エ
ス
は
い
と
弱
き
も
の
、
い
と
小
さ
き
も
白
、
い
と
貧
し
き
者
の
た
め
に
、
ま
た
倣
れ
る
も
白
敵
す
る
も
白

ミ
た
め
に
さ
へ
、
身
を
以
て
そ
の
罪
を
煩
ぴ
給
ふ
た
と
い
ふ
と
'
と
で
あ
る
。
嘉
き
昔
信
で
る
る
。
故
に
罪
主
悔
臥
て
幅
品
目
を
信
宇
る

も
四
に
は
科
白
園
が
約
束
せ
ら
れ
る
O
で
あ
る
。
か
〈
て
イ
エ
ス
は
地
上
的
な
メ
シ
ア
で
は
左
〈
て
紳
の
厨
の
キ
リ
ス
ト
で
あ
る

か
〈
て
一
岬
は
、
従
来
ユ
ダ
ヤ
教
に
於
て
義
白
面
を
の
み
現
は
し
た
も
の
が
、

E

L
に
愛
の
面
を
遺
憾
な
ぐ
現
は
し
た
。
紳
は
愛
友

れ
夕
、
と
れ
が
イ
且
ス
基
督
に
於
て
具
現
さ
れ
た
。
明
々
白
々
た
る
事
賓
と
し
て
人
間
イ
エ
ス
に
於
て
、
歴
史
的
啓
示
と
し
て
現
は
れ

た
。
と
れ
を
見
る
乙
と
に
よ
っ
て
の
み
一
脚
を
見
る
と
と
が
出
来
る
。
復
活
の
基
替
は
聖
霊
と
な
っ
て
世
々
に
生
〈
る
。
そ
し
て
ま
た

救
済
白
成
就
白
た
め
に
、
再
び
来
る
と
い
ふ
己
と
を
待
望
す
る
。
か
a
A

る
欣
態
に
人
々
を
し
て
あ
ら
し
め
た
が
故
に
、
或
は
一
面
終

末
的
危
色
彩
が
現
は
れ
た
け
れ

E
も
、
併
し
そ
己
に
は
未
だ
決
し
て
曜
い
も
の
が
迫
っ
て
ゐ
る
の
で
は
友
〈
し
て
、
明
る
い
準
備
白

原
始
敢
闘
白
共
同
性

= 
豆王

k
F
=
一競

J、
五

第
五
十
一
巻

l{arl Ha】1，Urchristcntum und Religionsgeschichte， G. A. K.， 11， 1928， S. 
9 f. 佐藤重量彦博士課ー凡頁。
Hal1， op. cit.邦課ー凡頁以下。
J. W"，iss， The 1主istoryof Primitive Chrigtianity. E. !.， -.!. !937. p. 50. 
H.I.ietz皿阻D，The B唱団ingsof the ChTist回 Church，E. T.， 1， 1937， pp 
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陳
始
教
園
田
共
向
性

瞳
押
孟
十
一
巻

= 
五

保
三
棋

ノ、
六

新
生
活
態
度
が
生
れ
た
白
で
あ
る
。
踊
音
は
、
人
を
し
て
紳
に
針
し
で
は
敬
度
、
他
に
劃
し
て
は
兄
弟
白
愛
に
導
〈
も
四
で
あ
っ
た
。

か
〈
で
帽
子
の
中
に
E
そ
、
原
始
数
回
護
生
の
主
た
る
動
因
を
認
め
る
と
と
が
出
来
る
。
或
人
は
紳
視
に
、

1

榊
の
固
に
、
或
人
は

J

町

句

町

山

一

乃

匂

メ
シ
ア
思
想
弘
、
主
の
思
想
弘
、
或
人
は
終
末
思
想
え
基
督
の
人
格
ル
旬
、
家
族
問
兄
弟
の
気
、
英
雄
崇
売
を
等
々
色
々
あ
る
が
、

そ
の
大
憶
は
右
の
繭
一
青
白
中
に
含
ま
れ
る
と
思
ふ
。
更
に
あ
る
も
の
は
、
数
回
の
貧
し
さ
を
云
ム
。
物
質
的
な
貧
弱
さ
、
貧
窮
白
人

々
の
階
級
憎
悪
と
云
ふ
も
白
に
動
機
を
誼
P
U
G

そ
れ
は
確
に
一
面
白
事
寅
を
執
べ
た
も
D
で
あ
る
。
現
に
イ
エ
ス
白
弟
子
達
を
見
て

も
、
漁
夫
や
税
吏
や
牌
女
等
、
世
陀
卑
し
め
ら
れ
た
者
が
多
い
巴
病
弱
者
が
多
い
。
エ
ル
サ
レ
ム
の
教
団
主
見
て
も
:
へ
テ
ロ
を
初
め

そ
の
多
〈
白
者
は
ガ
リ
ラ
ヤ
か
ら
逢
L
R

来
っ
た
者
で
あ
る
。
多
年
イ
エ
ス
忙
従
っ
て
諸
国
を
流
浪
し
た
も
の
で
あ
る
。
家
主
離
れ
、

職
業
を
拾
て
、
財
産
を
買
っ
た
も
白
が
多
い
の
で
あ
る
U

4
ん
も
中
に
は
少
し
〈
官
者
も
あ
っ
た
が
。
異
邦
か
ら
集
っ
た
ヘ
レ
品
ス
ト

も
随
分
貧
し
い
者
が
多
か
っ
た
様
だ
。
更
に
な
ほ
後
に
エ
ル
ザ
レ
ム
教
圏
は
諸
呉
邦
数
合
の
助
け
に
よ
る
と
と
多
か
っ
た
と
云
ふ

と
と
は
、
色
々
た
そ
れ
か
ら
後
の
事
情
に
も
よ
る
己
と
で
あ
ら
う
け
れ
ど
も
、
と
に
角
に
初
め
か
ら
比
較
的
貧
し
い
人
に
よ
っ
て
集

ら
れ
た
と
見
る
と
と
が
出
来
る
。
け
れ

E
も
そ
れ
ら
の
人
は
決
し
て
此
の
世
を
冷
腕
し
、
職
業
を
蔑
鵡

L
、
富
者
を
呪
っ
た
と
り
み

考
へ
る
己
と
は
到
底
出
来
左
い
。
た
ピ
問
題
は
、
礁
に
教
園
の
人
は
貧
し
い
人
が
多
か
っ
た
と
い
ふ
と

h
、
そ
れ
が
却
つ

τ彼
ら
の

心
を
貧
し
〈
し
て
、
踊
音
を
14

廿
る
に
遁
し
い
器
と
友
し
て
ゐ
た
と
云
ふ
E
と
が
出
来
る
。
従
っ
て
彼
れ
ら
は
貧
じ
き
が
故
に
却
っ
て

積
桜
的
に
新
生
活
に
力
強
f
歩
む
と
と
が
出
来
た
の
で
あ
る
。

た
ど
も
一
ヲ
重
要
な
動
凶
と
し
て
特
に
暴
げ
る
己
と
が
同
来
る
の
は
、
(
ロ
)
盟
の
働
き
ー
ー
と
云
ふ
己
と
で
あ

h
。
と
れ
も
勿
論

ま
た
右
白
隔
菅
と
い
ふ
中
に
営
然
含
ま
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
が
、
原
始
教
園
の
成
立
に
於
て
特
に
著
し
い
も
O
と
し
て
皐
げ
・
な
け
れ

77. E. T-roeltloch， Tht:-Social Teachiog of lhe Christian Churcbcs， E. T.， 
1931， 1， p. 70. etc回

目arnack，The Expansion of Christianity in the First Three Centurie!i， E. 
T.， II， p.2. Troeltsch， p. 70. Mcgiffert， p. 50白外に L副 zmann，p. 90. etc. 
W; BOllssct， Kyrios Christos， Gottingen， 1921 (2). 14) Mcgiffert; p. 67. 
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ば
た
ら
な
い
も
の
で
あ
る
。
霊
ま
た
は
霊
の
働
き
が
概
め
て
重
要
問
き
れ
も
陀
己
と
は
、
営
時
白
一
般
欣
況
で
あ
っ
た
。
従
っ
て
白
か

ち
ユ
ダ
ヤ
教
に
し
て

ι基
督
殺
に
し
て
も
そ
り
成
立
や
護
展
に
際
し
て
こ
れ
が
少
か
ら
ざ
る
本
源
的
危
影
響
を
奥
へ
た
も
の
で
あ
る

と
と
が
b
か
る
。
営
時
に
於
て
は
、
霊
は
賓
在
で
あ
っ
た
。
偉
大
怠
る
働
者
を
在
す
も
白
で
あ
っ
た
。
イ
品
ス

D
時
代
に
パ
レ
凡
チ

十
の
枇
舎
に
如
何
に
多
〈
行
は
れ
て
ゐ
た
か
は
踊
音
書
の
一
不
ナ
通
り
で
あ
る
。
従
う
で
ま
た
弟
子
建
に
於
て
、
殊
に
原
始
教
園
の
成

立
に
於
て
非
常
に
頴
著
な
も
の
で
あ
っ
た
と
と
は
明
か
で
あ
る
。

そ
し
て
そ
の
第
一
は
基
替
の
復
活
で
あ
る
。
選
替
が
十
字
架
に
か

L
っ
て
死
し
た
け
れ

E
も
後
復
活
し
て
、
ま
づ
ガ
り
ラ
ヤ
に
於

け
る
べ
テ
ロ
在
一
初
め
弟
子
遣
に
現
は
れ
、
そ
白
後
多
〈
O
人
に
現
は
れ
、
彼
ら
を
励
主
し
彼
ら
を
結
束
せ
し
め
た
己
と
は
、
力
弱
い

弟
子
建
を
何
よ
り
も
力
付
け
た
己
と
で
あ
る
。
復
活
の
イ
エ
ス
、
己
れ
は
全
〈
璽
の
寅
在
を
信
じ
た
け
れ
ば
見
得
な
い
と
と
で
あ
っ

た
。
そ
し
て
基
替
は
エ
ル
サ
レ
ム
に
於
て
昇
天
し
た
。
と
れ
ま
た
蜜
に
於
で
信
ぜ
ら
る
べ
き
己
と
で
あ
っ
た
。
そ
し

τ彼
等
弟
子
遣

は
、
基
督
。
一
昌
葉
を
守
っ
て
エ
ル
ザ
レ
ム
に
留
っ
た
。

E

L
に
原
始
教
園
白
成
立
の
基
礎
が
あ
恥
第
一
一
は
、
所
謂
聖
霊
降
町
で
あ

る
。
イ
エ
ス
昇
天
後
五
句
節
の
日
に
、
エ
ル
サ
レ
ム
に
於
て
弟
子
達
が
集
っ
て
ゐ
た
と
昔
、
「
烈
し
き
風
の
吹
き
き
た
る
ご
と
き
響
」

「
火
の
如
吉
も
白
舌
の
や
う
に
現
は
れ
」

ma 

h
u
」。

「
彼
ら
み
左
聖
霊
に
で
漏
さ
れ
、
御
霊
の
宣
ぺ
し
む
る
ま
ま
に
異
邦
の
言
に
で
諸
り
は
じ

そ
己

ι集
っ
た
諸
邦
の
民
は
、
人
種
も
生
園
も
言
葉
も
謹
ふ
け
れ

E
も
、
そ
れ
が
一
つ
聖
震
に
燃
や
さ
れ
た
ロ
そ
と
に
於
で

湾
、
ベ
き
精
一
岬
の
高
揚
が
起
り
、
ベ
テ
ロ
の
薦
め
に
よ
っ
て
途
に
そ
の
日
弟
子
に
加
っ
た
も
の
「
吉
弘
よ
そ
三
千
人
}
と
あ
る
。

E

1
h

に
於
て
原
始
殺
圏
の
最
初
白
飛
躍
が
行
は
れ
た
己
と
は
明
か
で
あ
る
。

E

D
様
左
聖
霊
の
降
臨
は
併
し
屡
々
あ
る
べ
き
も
の
で
は

危
ぐ
、
歴
史
上
ま
れ
友
る
も
の
で
あ
る
。

陣
始
毅
園
。
共
同
性

第
五
十
一
巻

=
一
五
三

第
三
援

F‘・
-b 

R; J. Knowling， The Expo:'iitor'5. Grcck Te.:ltament， Acts， London， 19()I， p. 
101.町 Mcgi龍 rt，p. 66. 
Troeltsch， p. 70; Mcgiffert， p. 67 f.; Dobsch出 Z，p. :144; J. Calvin， Com 
menta.TァJ E. T'J 1， P・ '30 白~h M. Ba.umga.rten， Acts of the Apostles， R 
T.， 1， J854， p. 78; O. Pfle同町田， Primitive Christianity， E. T.， 1906， P・32;
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原
蛤
敢
闘
白
共
同
性

第
五
十
一
巻

三
五
四

第
三
披

F、
F、

要
す
る
に
、
原
始
教
闘
の
成
立
白
最
大
動
囚
は
、
幅
音
で
あ
る
。
E
L
K
於
て
メ
シ
ヤ
も
一
耐
の
園
も
終
末
も
、
貧
者
の
多
昔
と
と

も
、
兄
弟
愛
も
す
べ
て
含
ま
れ
て
ゐ
る
。
そ
し
て
と
の
働
昔
を
促
進
す
る
に
最
も
大
き
た
内
面
的
力
と
な
っ
た
も
の
は
霊
の
働
吉
、

殊
に
基
督
の
聖
震
に
よ
る

E
と
で
あ
る
。
己
主
に
於
て
復
活
の
基
督
と
聖
震
の
降
隔
が
含
ま
れ
て
ゐ
る
。
更
に
と
の
繭
音
と
聖
霊
白

働
き
に
よ
っ
て
、
救
園
に
は
新
し
き
目
擦
と
新
し
き
生
活
態
度
と
を
持
っ
た
。
ぞ
と
に
史
上
ま
れ
捻
る
買
の
共
同
開
生
活
の
在
り
様

が
示
さ
れ
た
。

z
y
サ
レ
ム
数
闘
の
生
活

か
〈
の
如
〈
し
て
成
立
し
た
原
始
数
回
は
、
如
何
た
る
具
閥
的
生
活
を
矯
し
た
か
。
そ
れ
に
つ
い
て
先
づ
彼
ら
が
、
(
イ
)
「
洗
麗

を
受
げ
た
」
(
志
向
ヨ
E
g
a聖
)
ー
と
云
ム
と
と
か
ら
述
ペ
ね
ば
な
ら
な
い
。
洗
植
は
既
に
ヨ
ハ
ネ
の
教
園
に
於
て
も
行
は
れ
た
こ
と
は
、

イ
エ
ス
が
己
れ
を
受
け
た
と
と
で
も
明
か
で
あ
る
が
、
と
の
エ
ル
宇
レ
ム
数
圏
の
は
皐
た
る
悔
改
め
の
洗
離
で
は
左
〈
、
新
し
く
一
柳

白
岡
へ
入
れ
ら
れ
る
詮
し
で
あ
り
、
そ
れ
を
イ
エ
ス
基
督
白
名
に
於
で
行
ム
聖
震
の
洗
踏
と
云
ふ
と
と
ろ
に
匝
別
が
あ
っ

h
o
彼
ら

が
一
つ
御
盤
、
卸
ち
基
督
。
聖
震
を
受
貯
る
と
云
ふ
と
と
る
に
重
要
性
が
あ
っ
た
。
「
日
々
心
を
一
つ
に
し
て
弛
み
左
〈
宮
に
居
り
U

ま
た
「
信
じ
た
る
者
の
群
は
、
弘
正
一
疋
じ
心
会
友
ヒ
思
と
な
っ
日
た
と
云
ム
ご
と
〈
で
あ
る
。

4
1
に
絞
ら
の
生
活
に
ワ
い
て
説
さ
れ
る
と
と
ろ
に
よ
る
と
、
(

M

)

「
使
徒
た
ち
白
教
へ
を
受
け
た
」
(
ヨ
Z
E
Eも
舎
で
耳
品
Z
R
N
d

H
1

町
叫

R
W

封。
q
ぺ。
L
S
こ。

そ
の
敬
白
内
容
は
、
集
園
の
根
本
義
卸
ち
主
イ
エ
ス
基
替
の
苑
と
そ
の
復
活
、
購
罪
と
水
生
、
紳
白
園
と
敬
度
、

ユ
ダ
ヤ
の
律
扶
、
停
承
、
教
訓
等
で
あ
っ
た
ら
う
%
と
れ
を
教
ふ
る
「
使
徒
」
守
町
民
話
司
会
皇
る
と
云
ふ
の
は
、
主
と
し
て
イ
エ
ス
の

G. T. Purves， Chri:>tiallity皿 theApostolic Age， N. Y. I910， p. 37歩照。
P. Wernle， The Beginings of Christianity， ~. T. 1903， 1， P田 127.
K.K副 tzky，S. 343ι 邦語四四三頁以下。
C 可Veitzsã~ker， The Apostolic Age of the Christian_ Church， E. T. 1: lR~4 
p. .54. 2-1) ， Lietzmil.nn， p. 78. 22) Weitzsacker， p. 54. 23) 例

18) 
19) 
2吋



直
弟
子
を
意
味
し
た
。
彼
ら
は
「
ヨ
ハ
ネ
四
弟
子
」
と
一
エ
ム
如
〈
に
「
イ
エ
ス
の
弟
子
」

(
E
2
2
畠
よ
ミ
2
E
)

し
〈
、
ま
た
「
聖
徒
」

(
f
e
h
と
も
「
師
」
(
古

azan『
と
も
稀
ば
れ
た
。
。
「

hha屯

4
2九
と
云
っ
て
十
一
一
使
徒
を
指
す
場
合
も
あ
る

が
、
後
に
は

4
Eミ
ヨ
員
と
云
っ
て
基
骨
者
一
般
を
指
す
様
に
一
な
っ

h
。
彼
ら
の
毅
聞
は
初
め
か
ら
教
へ
か
と
か
耽
へ
を
受
け
る

と
か
は
重
要
左
こ
と

L
な
っ
て
ゐ
た
。
初
め
イ
ヱ
ス
を
ば
弟
子
た
ち
が
「
ラ
ピ
」

(
E
E
E「
と
栴
ん
で
ゐ
た
が
、
イ
エ
ス
を
基
督
と
し

と
も
云
は
れ
た
ら

て
メ

V
ア
と
し
て
仰
ぐ
に
至
っ
て
も
た
ほ
か

h
る
慣
習
は
抽
出
っ
て
ゐ
た
様
で
あ
る
。

一
般
か
ら
ず
も
皐
徒
ま
た
は
毅
師
と
し
て
思
っ
て

ゐ
た
様
で
あ
る
。

(笹
)
E
s
d
叶
且
と
一
再
ふ
言
葉
は
長
〈
繍
い
て
用
n
げ
ら
れ
た
と
は
恩
は
れ
ず
、
大
挫
二
世
担
金
で
と
一
耳
は
れ
る
。
パ
ウ
ロ
で
さ
へ
ζ

れ
を
蝿
立
に
用
ひ
た

と
と
は
な
〈
、
「
主
白
」
守
h
d
h
cもhhu)
を
附
し
て
使
徒
を
意
味
し
た
。
尤
も
時
に
は
紀
元
六
凡
年
に
迫
害
を
受
け
て
エ
ル
ザ
レ
ム
か
ら
イ
ラ
に
逃
れ
た

人
々
を
指
す
と
と
も
あ
る
が
、
ま
た
使
徒
行
停
由
記
者
ル
カ
に
よ
っ
て
徒
に
周
ひ
ら
れ
た
も

m
g
z、

そ
れ
は
草
な
る
蟻
古
文
に
過
ぎ
な
向
。

と
白
外
な
陪
「
基
督
者
」

(
Hミ
2
E
Z匂
と
も
一
般
か
ら
輔
ば
れ
た
が
、
併
し
そ
れ
は
主
と
し
て
異
邦
ア
ン
テ
オ
ケ
数
曾
に
於
て
反
調
者
側
か
己
付

け
ら
れ
た
呼
稲
で
あ
る
。
相
品
に
於
て
は
パ
ウ
ロ
も
、

Z

ル
サ
レ
ム
に
於
て
も
、
信
者
自
ら
こ
恥
を
一
古
っ
た
白
で
は
な
い
。

突
に
、
聖
書
に
は
「
交
際
を
な
し
」

(
4
2
E
E
f「
た
と
あ
る
が
、
そ
れ
は
次
白
「
パ
ン
を
さ
き
」
と
「
祈
祷
を
在
す
」
と
同
格
を

在
す
と
見
て
そ
れ
ら
白
概
括
を
ま
づ
示
し
た
も
白
と
す
る
己
と
が
出
来
弘
。
(
尤
も
と
札
に
は
費
料
的
に
反
劃
す
る
も
四
も
る
る
川
ロ
}

。障)
h
s
h
E
E

は
元
車
物
資
的
枇
合
町
を
指
し
、
外
的
・
具
世
的
な
生
活
態
在
意
味
す
る
の
で
あ
っ
た
が
、
後
に
は
精
神
的
意
味
も
加
つ

h
こ
と
は
、

旬

例
へ
ば
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
白
倫
理
事
に
一
再
ふ
と
と
る
を
且
て
も
わ
か
る
凶
が
、
聖
書
に
於
て
一
軍
す
と
こ
る
は
も
う

k
深
い
闘
係
を
示
す
。
ぞ
れ
は
一
つ

白
生
け
る
全
世
に
分
県
ナ
る
露
で
あ
っ
て
、
君
主
占
有
共
有
中
友
情
、
室
、
施
奥
日
圏
世
以
上
に
家
幡
町
田
如
き
有
樺
的
共
同
空
意
味

す
る
。
従
ヲ
て
と
白
同
色
町
て
皇
、
宮
を
形
成
す
る
も
四
は
相
互
に
「
主
白
兄
弟
」

(ap主
ぷ
乱
V

同
C
1
2
)
で
あ
っ
て
、
「
友
人
」
(
主
宮
内
)
で
は
な
か
っ
た
。

と
の
共
同
髄
生
活
の
中
心
と
な
す
も
白
は
.
(
ハ
)
「
パ
〉
を
さ
〈
と
と
1

歪
豆
島
、

3
8恥

Reu--で
あ
る
。
と
れ
は
た
主
食
事
を

原
蛤
教
圏
白
共
同
性

第
五
十
一
巻

=
一
五
五

第
三
観

JC 

九

之、 ]ackson.& Lake. p. 305 f. 24) Ropes;. p. 67. Wern]e， p.日 7・
Lietzmann， p. 76. :<:5) 使徒行博 2;2，4・ 26) 同上 2:41 
同-"、 E.Nestle， Novum T.田 tamentum，Stuttgart， 1935. S. 303 
L凶畑町田， p.8r. 3) 使徒行博 2:46. 4) 同 4・32

同 2:42. Nest1e， ibid. 6) H町nack，Acts， p. 2~. Backham， p. 33・

)
)
)
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開
始
敬
圃
白
共
同
性

第
五
十
一
巻

九
O 

一一一五六

第
三
観

共
に
寸
る
と
云
ム
外
視
に
過
ぎ
な
い
が
、
併
し
モ
れ
に
は
械
め
て
深
い
意
味
が
加
へ
ら
れ
た
。
尤
も
共
同
に
食
事
を
執
る
と
い
ふ
と聞

と
は
元
来
ユ
ダ
ヤ
そ
の
他
に
於
て
庚
〈
行
は
れ
た
が
」
例
へ
ぽ
金
曜
日
の
タ
白
島
V
V
E
V
困

E
同
)
バ
ン
を
さ
〈
と
云
ム
表
現
は
左
か
っ
た
。

教
圏
の
人
達
は
、
普
通
白
ユ
ダ
ヤ
人
の
如
〈
、
一
神
殿
に
も
詣
で
‘
合
堂
に
も
参
っ
た

O
で
あ
る
が
、
モ
由
中
の
選
ば
れ
た
る
者
等
は
同

信
の
或
る
家
に
於
て
、
ま
た
は
家
々
に
自
ら
集
っ
て
夕
食
を
共
に
す
る
の
で
あ
っ
た
が
、
モ
己
に
は
先
づ
何
上
り
も
主
基
替
の
記
憶

〉応

と
臨
在
と
が
士
ざ
ま
ぎ
と
あ
っ
た
の

U

柴
し
さ
と
希
望
と
相
互
の
愛
が
満
ち
充
ち
た
。
彼
ら
は
祈
り
且
つ
バ
ン
を
さ
い
た
。
主
の
最
後

の
晩
餐
を
忠
ひ
新
た
に
し
た
。
彼
ら
は
主
白
一
つ
身
鑓
を
介
け
採
る
ム
」
の
賓
感
に
迫
ら
れ
た
。
そ
し
て
此
の
共
餐
に
は
、
貧
し
き
兄

舗

弟
を
潤
は
う
す
と
云
ふ
意
味
が
自
ら
合
ま
れ
た
。
己
主
に
愛
餐
(
ぬ
吉
田
)
と
相
怖
さ
れ
る
斯
以
が
あ
る
。
け
れ

E
も
亦
彼
に
は
パ
守
回

に
よ
っ
て
著
し
〈
信
仰
的
に
解
醐
押
さ
れ
、
パ
ン
を
さ
〈
と
は
全
〈
主
イ
Z

ス
凸
肉
を
喰
ふ
と
と
で
あ
り
、
併
せ
て
そ
の
血
を
の
む
己

と
で
も
あ
る
。
と

h
に
主
の
死
と
生
命
と
が
色
讃
〈
取
扱
は
れ
、
突
第
に
儀
式
的
に
重
ん
ぜ
ら
れ
る
に
至
っ
か
。
E
れ
を
「
聖
餐
」

宙開

n
E
E
E
)
と
後
に
格
ぷ
様
に
な
っ
た
。
乙
白
聖
餐
の
意
味
が
既
に
E
D
原
始
敬
圏
の
共
同
食
事
、
「
パ

Y
を
さ
〈
」
E
と
O
中
に
幾

前
回

分
か
は
窺
は
れ
る
と
す
る
。

田

更
に
突
に
は
、
(
一
一
)
「
斬
穏
を
左
す
と
と
」
守
知
町
号
室
内
高
島
町
内
}
lー
が
あ
っ
た
。
祈
祷
は
主
と
し
て
、
毎
日
の
定
め
の
如
〈
神
殿
に

目

匙

=

「

註

コ

}

へ

怠

三

}

登
っ
て
献
げ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
外
に
も
た
段
「
舎
堂
」
や
「
数
合
」
に
於
で
、
「
主
白
一
肺
り
」
を
た
し
、
自
由
に
個
人
の
祈
り
を

ω
 

も
た
し
た
で
あ
ら
う
。

(
笹
-
)
基
督
敢
闘
は
割
品
は
暗
ん
E
企
〈
品
グ
ヤ
歌
田
中
に
在
っ
て
成
長
し
た
と
首
ふ
こ
・
と
が
出
来
る
@
彼
ら
は
ユ
ダ
ヤ
人
と
し
で
新
し
き
一
祇
を
な

し
た
も
四
位
に
考
へ
ま
た
取
設
は
れ
た
宇
う
で
あ
る
。
元
車
品

rhマ
に
於
て
は
、
十
人
集
れ
ば
い
つ
で
も
一
ヲ
白
骨
堂

(
q
E
2
2
4
)
を
作
る
ζ

正
が

cf. マダイ博 27・57 但しこゐではL弟子とした1であるが、そ白他ι彼自「又
は」主白1弟子と云った場合は極品て多い。
~eitzs~ke:! .I?' 4:). Harnack， Expansion， Il， p_ 8 f. 
Hamack， ibid とれはルカ揮に限る。 10) Harnack， op. cit. p_ :2 f. 
マダイ博 23:7， 8 富山本博 1:49;3・2. J'~) -Harnaek， ibid. f. D. 2. 
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許
さ
れ
、
各
自
由
意
且
と
習
慣
と
を
持
ワ
こ
片
山
酔
出
車
h
o
(細
論
イ
ス
ラ
エ
ル
由
設
曾
正
岡
民
自
範
風
岡
時
て
6
}

そ
と
で
ラ
ピ
由
博
承
に
よ
れ
ば
昔

時
Z

ル
サ

Z
Dユ

ダ
ヤ
人
骨
堂
は
四
百
八
九
を
敷
へ
た
と
一
耳
ふ
の
で
あ
る
か
ら
、
ベ
テ
ロ
を
初
め
と
す
る
開
始
教
闘
の
人
々
が
初
め
は
別
に
疑
は
れ

な
払
っ
た
わ
け
で
あ
る
。

〈
箆
=
)
「
数
合
」
を
意
味
す
る
吉
』
官
官
は
元
来
希
雌
に
於
け
る
都
市
圏
家
白
自
由
民
に
よ
る
議
脅
の
如
き
も
の
で
あ
っ
た
州
一
定
目
的
の
た
品
に
常

めヲ

時
聞
か
れ
る
市
民
議
曾
で
は
あ
る
が
、

Z

-
ヘ
ソ
に
於
け
る
如
〈
劇
場
で
行
は
れ
る
と
と
も
あ
っ
た
。
併
し
塾
官
に
於
て
仕
多
〈
極
的
て
宗
教
的
在
意
味

に
用
ひ
ら
れ
た
。
パ
ウ
ロ
が
す
テ
ア
嘗
に
於
て
「
品
グ
ヤ
の
諸
軟
骨
」
(
島

nZEE-tsま

れ

)

品

ん

亨

E
Eし
て
、
既
に
早
〈

か
ら
エ
ル
ザ
レ
ム
白
抵
樺
に
於
て
は
基
督
者
白
骨
堂
が
、

E
E吋
S
L
K
ほ
直
別
し
て

r豆
電
宮
崎
主
し
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
恥
る
。
雲
た
パ
ウ
ロ
に

明

よ
恥
ば
、
某
費
者
の
曾
堂
を
ぽ
「
柿
の
敬
曾
」
(
守
主
古
川
向

2
E
p
h引
)
と
一
百
ふ
風
に
一
古
っ
た
の
で
あ
あ
。
よ
し
「
紳
白
」
正
一
再
ふ
言
葉
が
な
い
時
で
も

、

、

、

、

.

‘

.

、

、

.

、

、

、

.

在
あ
も
白
在
し
て
意
味

εれ
た
白
で
あ
る
。
そ
し
て
パ
ウ
"
に
よ
れ
ば
多
〈
は
地
方
的
な
小
さ
い
家
白
教
官
を
指
し
、
天
的
・
超
越
的
な
そ
し
て
翠
に

、

訂

し
て
卦
け
在
る
民
自
イ
λ

ラ
エ
ル
を
意
味
し
た
。

尤
も
町
立
官
官
そ
の
も

m
は
ユ
ダ
ヤ
に
於
て
も
相
官
古
〈
か
ら
用
ひ
ら
れ
た
の
で
あ
っ
て
、
奮
的
事
詩
七
十
人
語
に
於
て
も
、
世
俗
的
な
集
聞
と

し
て
へ
プ
ル
語
で
旦
品
企
云
ム
白
に
劃
し
て
き
で

B
Eヨ
と
し
、
神
聖
な
る
帥
に
到
す
る
集
岡

OPE-
に
謝
し
て

t
E
t
E
ξ
脅
し
て
ゐ
る
。

-B' 

そ
し
て
後
者
白
使
用
は
や
L
遅
れ
て
ゐ
る
と
一
五
は
れ
る
が
、
要
す
る
に
暁
及
遺
習
に
於
て
も
肢
に
組
元
前
一
一
、
一
一
一
世
胞
に
翠
舎
を
意
味
す
る
も
の
£
し

で
君
主
官
官
を
用
ひ
ー
一
で
ゐ
た
と

k
が
わ
か
る
。
こ
れ
が
後
に
偶
掠
に
も
基
督
者
白
骨
堂
を
特
に
名
付
け
あ
様
に
な
っ
た
わ
け
で
あ
る
。

(
盟
三
)
「
主
白
祈
り
」
は
、
イ
エ
ス
に
よ
ワ
て
弟
子
建
に
一
市
さ
れ
た
も
白
で
あ
る
が
、
そ
の
原
形
は
A
Y
日
わ
か
ら
な
い
が
、
な
陪
惇
承
さ
れ
て
ゐ
る
も
白

と
似
た
も
白
で
あ
ら
う
。
「
天
に
い
宝
す
我
ら
の
先
よ
、
願

f
は
榔
名
目
崇
め
ら
れ
ん
と
と
を
。
桐
困
の
車
、
b
ん
こ
と
を
。
調
意
白
天
の
ご
と
〈
、
地
に

も
行
は
れ
ん
こ
と
を
。
我
ら
の
日
用
の
糧
を
今
日
も
あ
た
へ
給
へ
。
我
ら
に
負
債
あ
る
者
を
我
ら
白
兎
し
た
る
如
〈
、
我
ら
の
負
債
を
也
寛
し
給
へ
。

世

b
を
試
に
祖
せ

f
、
思
よ
WJ
救
ひ
出
し
た
宜
へ
」
。
こ
お
に
於
て
よ

f
そ
の
敬
圏
白
本
質
、
使
命
、
生
活
が
如
寅
に
示
さ
れ
て
ゐ
る
&
恩
ふ
。

た
ほ
こ
れ
ら
の
己
と
の
外
に
つ
一
)
施
潰
と
(
ホ
)
財
産
の
共
有
・
ど
が
あ
る
が
、
こ
れ
ら
は
相
互
に
関
連
し

H
つ
重
要
な
己
と
が
ら
で

あ

る

の

で

弐

に

夏

め

て

遁

べ

る

こ

と

h
ず
る
。

原
始
敬
園
白
共
同
性

品
開
五
十
一
巻

三
五
七

第
三
韓

九

使徒行博口:26;ベテロ師 4:16. 14) 檀徒行博 2:42..N品 tlJe，iuid. 
!: ~ahn~ Die Apostelgeschichte des Lucas， [9.22~.S:-134. 
Weit咽 cker，p. 45・ z町7) Kn凹。w叫lin唱1
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開
始
数
回
白
共
同
性

第
五
十
一
巻

=
一
五
凡

第
三
擁

九

四

且
戸
サ
レ
ム
数
回
の
所
有

原
始
教
囲
の
中
、
特

ι
ヱ
ル
サ
レ
ム
教
圏
の
人
々
が
貧
し
か
っ
た
み
」
云
ム
己
と
は
事
貨
で
る
る
。
彼
ら
は
「
貧
し
き
人
々
U

と
さ

へ
稿
ば
れ
た
。
「
日
々
の
施
済
」
を
さ
へ
支
給
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
も
の
が
多
か
っ
た
。
そ
と
で
態
々
そ
白
た
め
に
救
貧
掛
と
し
て
執
事

を
選
ば
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

ヱ
ル
サ
レ
ム
敬
舎
へ
献
金
を
粛
す
と
一
式
ふ
と
と
は
営
時
可
成
り
重
要
左
事
で
あ
っ
た
。
パ
ウ
ロ
が
こ

白
た
め
少
か
ら
ぎ
る
弊
苦
を
し
た
己
と
は
明
か
で
あ
る
。
時
に
は
Z

ル
サ
レ
ム
穀
園
の
後
の
指
導
者
ヤ
コ
プ
が
、
次
回
様
な
叫
ぴ
を

砲
事
げ
て
ゐ
る
己
と
も
事
責
で
あ
る

l
l

「
聴
け
官
め
る
宥
よ
、
な
ん
ぢ
ら
の
上
に
革
ら
ん
と
す
る
現
難
白
た
め
に
泣
き
さ
け
べ
。
昔
、
b

の
即
位
朽
ち
、
設
ら
の
ま
は
最
ば
L
F

、
放
ら
白
金
銀
は

錆
び
た
り
。
こ
の
錆
、
な
ん
ぢ
ら
に
劃
し
て
謹
を
な
し
、
か
っ
点
目
ご
と
f
前
ら
白
肉
を
蝕
ば
ん
。
常
撃
に
白
末
の
世
同
在
り
で
な
恒
惜
別
世
蓄
へ
た

W
4
0

組
土
、
放
撃
が
そ
の
刷
を
刈
り
入
れ
た
る
努
働
人
に
椀
は
ぎ
り
し
値
は
叫
世
、
そ
の
刈
p
L
者
の
呼
聾
は
寓
軍
?
宇
一
の
耳
に
入
れ
り
。
品
目
ら
は
地

に
て
帯
p
、
柴
し
品
、
周
ら
'
e
h
日
目
在
p
て
向
指
の
が
心
を
飽
せ
現
、
按
ら
は
正
し
き
者
を
罪
に
定
品
、

B
っ
こ
れ
を
殺
せ
p
、
彼
ら
は
汝
ら
に
抵

抗
す
る
ζ

止
な
し
、
見
捨
よ
、
主
白
車
p
給
ふ
ま
で
耐
忍
刊
日
」

と
。
か
〈
の
如
き
貧
困

ι墜
入
っ
た
の
は
何
故
で
あ
る
か
。
と
の
問
題
に
つ
い
て
は
従
来
色
々
に
述
べ
ら
れ
て
ゐ
る
。
パ
レ
ス
チ
ナ

白
土
地
が
自
然
的
に
矯
せ
、
天
災
、
機
箆
が
績
い
た
と
と
、
か
ぐ
て
産
業
的
に
見
て
貧
弱
で
あ
っ
た
と

h
、
或
は
政
治
的
、
文
化
的

に
著
し
〈
外
国
の
支
配
下
に
あ
っ
た
と
と
、
圏
内
の
枇
政
・
内
説
相
次
ぎ
、
租
税
の
誌
求
も
苛
酷
で
あ
っ
た
己
と
、
更
に
は
宗
教
的

に
祭
司
白
樺
h
M
徒
ら
に
強
〈
律
法
主
義
に
し
て
震
の
生
命
力
を
快
い
で
ゐ
た
と
と
も
数
へ
串
げ
ら
れ
る
。
が
併
し
と
れ
ら
の
も
の
は

一
般
に
さ
う
た
の
で
あ
っ
て
必
し
も
エ
ル
サ
レ
ム
毅
園
白
人
々
に
限
ら
た
い
。
そ
と
で
特
に
そ
の
数
回
が
貧
し
か
っ
た
と
云
ふ
と
と

に
つ
い
て
は
、
ま
づ
前
述
し
た
如
く
繭
音
と
い
ム
も
の
が
本
来
「
貧
し
き
も
白
」
に
於
て
受
け
納
れ
ら
れ
る
と
い
ふ
乙
と
が
事
げ
ら

cf. II. Alfo.d， G日 ekTe:st. 11， Lοndon， 1857. p. 26. Baumgarten， p. 77. 
H町 nack，Expan~io[J， p ~5 伍 2司檀徒I博 2・42，Ne..t1e， op. cit 
We出.p. 51. 24↓ cf. Lietz.mann， p. 79. _ _ 25) Weitzsãcker，~ p. 53. etc 
~".害:12. Nestle， S. 61I. 27) ヨりシト前帯 11::23-35 
原拍数回白共餐に愛餐四みならず皐餐を入れるこ止白可否につき従串大いに

O
A
り
の
の
め
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2
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れ
よ
う
。
勿
論
と
れ
は
心
の
貧
し
さ
で
は
あ
る
が
、
併
し
資
際
に
は
物
質
的
な
貧
し
さ
、
地
位
白
低
さ
、
身
慢
の
弱
さ
等
云
ム
も
の

が
、
隅
昔
を
受
け
る
に
遁
し
い
器
在
の
で
あ
る
。
イ
Z

ス
白
ら
大
工
の
子
と
し
て
、
馬
小
屋
の
馬
槽
目
中
に
生
れ
た
と
云
ふ
と
と
は

大
雪
-
足
腰
一
不
で
あ
る
。
従
っ
て
イ
ヱ
ス
の
弟
子
は
ベ
テ
ロ
を
初
め
多
〈
漁
夫
と
か
卑
し
き
税
吏
と
か
、
叫
川
ん

E
名
も
無
昔
民
の
群
で

あ
っ
た
。
山
上
の
垂
乱
山
u
か
L
る
者
に
と
そ
受
け
容
れ
ら
れ
た
。
け
れ

E
も
た
ほ
彼
ち
が
愈
々
貧
し
か
っ
た
の
は
、
そ
の
弟
子
と
た

つ
て
は
、
財
を
拾
て
、
業
を
離
れ
、
'
廷
を
去
っ
て
異
邦
に
流
浪
っ
た
己
と
に
も
原
因
が
あ
ら
う
。
迫
害
を
受
け
た
己
と
も
一
再
に
留

ら
泣
い
吋
彼
ら
に
終
末
視
が
強
か
っ
た
た
め
、
現
世
の
も
の
に
冷
淡
と
在
っ
た
パ
と
云
ふ
と
と
も
、
全
〈
た
い
と
云
ふ
と
と
は
出
来
た

い
。
が
要
す
る
に
、
彼
ら
の
貧
閑
の
原
因
は
主
と
し
て
繭
脅
そ
の
も
の
に
あ
り
、
そ
れ
に
多
〈
の
直
接
・
間
接
白
原
因
が
附
加
し
た
も

の
と
息
ム
。
が
特
に
注
意
し
て
置
か
在
け
れ
ば
な
ら
友
い
り
は
、
そ
の
貧
し
さ
が
却
っ
て
生
命
の
活
気
に
力
付
け
た
と
云
ふ
結
で
あ

る
。
宗
教
的
運
動
は
常
に
殆
ん

E
経
済
的
貧
困
さ
の
中
に
却
っ
て
生
命
あ
ら
し
め
ら
れ
る
と
云
ふ
こ
と
を
知
ら
友
け
れ
ば
左
ら
た
い

か
ふ
る
貧
し
さ
が
、
併
L
極
め
て
生
命
に
充
ち
た
集
闘
に
は
、
自
ら
に
一
つ
の
偉
大
た
る
現
象
を
現
は
し
た
。
そ
れ
は
財
産
の
共

有
と
貧
者
へ
の
施
済
・
分
興
と
で
あ
る
。
使
徒
行
侍
第
二
牢
の
一
不
す
と
と
ろ
に
よ
る
と
、
信
じ
た
る
者
は
み
た
僧
に
居
り
て
「
諸
般

の
物
を
共
に
し
」
(
者
二

5
2
E
L
)
と
あ
る
。
諸
般
の
骨
と
は
、
生
活
再
般
の
も
の
蓋
〈
と
い
ふ
意
味
で
は
な
〈
、
共
同
生
活

に
差
し
営
っ
て
必
要
在
る
も
の
、
生
惜
の
維
持
に
根
抵
的
に
必
要
た
る
も
白
で
あ
る
。
「
共
に
し
」
と
云
ム
言
葉
と
そ
ヨ
イ
ノ
一
一
ア
の

具
幽
閥
的
危
働
き
で
あ
る
。
ま
た
第
四
章
に
よ
る
と
、
「
誰
一
人
、
そ
の
所
有
を
己
が
物
と
謂
は
中
L
(
e
p
p
町
U

刊
誌
品
、
雪
皇
官
耳
草
色
&

1
1
ぎ

L
Lと
あ
る
か
ら
忙
は
、
従
来
自
己
の
持
っ
て
ゐ
た
も
の
を
線
ペ
て
自
己
の
私
有
物
と
は
思
は
な
〈
在
り
、
主
キ
リ
ス

ト
に
於
て
、
組
べ
て
の
も
の
で
あ
っ
た
と
云
ム
己
と
が
意
識
せ
ら
れ
る
。
「
資
産
と
所
有
と
を
買
っ
』
品
耳
吉
R
a
Eご
町
内
古
島
丸
岡
町
内

原
始
致
圃
白
共
同
性

勢
五
十
一
巻

第

亙据

九

三
五
九

議論あり、例へば Calvin (p 町 2)は最も反訴であるが Bengel，Gnomon， 
1877， II， p.， 538の如きはその巾聞を執るoAlford， I857， 11. p. 26宇 Meyer，
1879， 1， p. 96に於ては像程聖餐の意味を入れようとする。
使徒行博 2:42. Nestle~ op. cit. 30) Weiss， r・55.31) Jack出 I l& Lake， p. 3叫
W出向 p.S6. 33) 凶谷省晋博士ι新課と解緯τH，)三O頁。 Scott，p. 31 



第
五
十
一
巻

原

拍

数

画

白

共

同

性

三

六

O

百
官
、
電
電
電
)
Z
た
。
そ
れ
を
屡
々
行
っ
た
。
そ
れ
は
更
に
「
地
所
あ
る
ひ
は
家
屋
」
円

Ne--E
申。

s
b
)
で
あ
っ
た
と
い
ふ
か
ら
、
動
産

も
不
動
産
も
指
し
た
の
で
あ
る
。
買
っ
た
と
あ
る
か
ら
に
は
何
れ
責
民
の
行
矯
も
市
揚
も
営
然
己
れ
を
認
め
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て

「
そ
の
買
り
た
る
物
の
債
を
持
ち
来
り
て

I
T
E
E耳
z
z
m
Eて崎町
q2h畑
町
コ
酎
則
自
星
電
2
Eモ
ト
)
と
あ
る
か
ら
、
そ
の
債
を
貨
幣
化
し
て
ゐ

た
乙
と
が
わ
か
る
。
そ
れ
を
「
使
徒
た
ち
の
足
下
に
置
き
」
、
モ
の
管
理
の
下
に
共
同
の
財
産
と
し
た
。
そ
し
て
そ
の
使
用
に
つ
い
て

は
、
「
各
人
向
一
用
に
従
ひ
て
分
け
興
へ
ら
れ
た
」
(
書
官
4
E
E
2
守

Z
N
E里
会
主
と
あ
る
。
帥
ち
平
等
友
分
配
で
は
な
い
。
そ

第
三
摸

九
四

れ
は
必
要
に
膝
巴
て
、
量
的
に
質
的
に
分
け
ら
れ
た
の
で
あ
る
ロ
乙
れ
を
受
け
る
も
白
は
犬
檀
貧
し
き
も
の
で
は
あ
る
が
、
必
宇
し

も
そ
れ
に
限
る
わ
け
で
は
左
〈
、
凡
そ
必
要
注
る
も
の
は
誰
れ
で
も
で
あ
ら
う
。
ま
た
「
分
け
典
へ
た
」
と
は
、
共
有
財
産
の
利
子

や
剰
徐

E
輿
へ
た
の
で
は
左
く
、
財
産
自
由
帽
を
分
興
し
た
と
と
で
あ
る
。
か
ぐ
の
如
〈
し
て
貨
に
数
固
に
は
「
一
人
の
乏
し
き
者
も

崎

、

、

、

た
か
り
き
」
と
あ
る
が
.
併
し
と
白
一
人
も
と
一
五
ム
の
は
、
丁
度
第
二
章
白
人
み
友
と
同
じ
〈
や
L
誇
張
し
た
理
想
に
謝
す
る
言
葉

で
あ
る
か
、
ま
た
は
一
定
範
囲
内
で
の
み
友
と
云
ム
意
味
在
白
で
あ
ら
う
。

か
L
る
共
有
・
分
興

ω
恥
航
路
が
原
始
教
固
に
於
て
質
際
に
行
は
れ
た
で
あ
ら
う
か
に
つ
い
て
は
、
少
〈
と
も
一
初
め
暫
〈
は
聖
霊
白

哨
申
告
、
兄
弟
愛
の
意
識
観
め
で
強
い
、
比
較
的
小
さ
い
家
族
的
園
悼
の
内
は
大
開
行
は
れ
た
で
あ
ら
う
が
併
し
、
聖
書
に
於
で
な
ほ

右
の
記
事
の
後
に
引
き
績
い
て
パ
ル
ナ
パ
が
、
自
己
白
畑
を
買
っ
て
そ
の
金
を
使
徒
に
持
っ
て
来
た
と
云
ム
記
事
と
、
ア
ナ
=
ア
と

η
 

サ
ツ
ピ
ヲ
が
共
に
資
産
主
貰
っ
て
そ
白
債
の
蔑
分
を
庭
し
、
詐
っ
て
全
部
を
使
徒
に
献
げ
た
と
し
た
記
官
制
が
書
い
て
あ
る
O
は
、
何

か
そ
の
前
由
記
事
と
矛
盾
す
る
や
う
で
あ
る
が
、
併
し
そ
れ
程
矛
盾
し
て
ゐ
左
い
も
の
と
し
て
も
、
確
に
財
産
主
提
供
す
る
と
一
去
ふ

己
と
は
特
異
た
る
、
記
憶
す
べ
き
事
柄
で
あ
っ
た
と
と
は
事
費
で
あ
る
。
併
し
そ
れ
に
も
不
拘
、
や
は
り
相
官
た
る
共
有
財
盛
を
以

佳徒行博 19.:2~~39. _ 3~! ;;(アヲテ十番1;: 22. Ne::;tle， S. 480. 36) Wejt. 
陣三.cker，p. 48. 1王H.rnack，Expansion， p::u. 37) cf..1まarnack，op. cit， p. 13 
マダイ博 6:9-13・ルカ惇 11:2-4 参照。>:r~ま L聞と棟力と柴とは限 P な
(11<白も白なればなり可ま車書にはない。，) ロマ ]5:26， :f.fラナヤ zo
使徒行停 6;I. 3) ヤコプ書 5:1-7・4) 例之、山谷博士、戸マ書、三四八頁。
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て
多
〈
の
人
に
凡
打
奥
し
得
た
己
と
は
明
か
で
あ
る
。

と
れ
を
要
す
る
に
、
原
始
毅
圃
の
所
謂
共
有
欣
態
と
云
ふ
も
の
は
、
全
〈
そ
の
教
舎
的
・
共
同
惜
の
必
然
の
現
は
れ
に
遇
面
白
一
泣
い

が
、
特
K
注
意
す
4
昔
貼
は
、
主
づ
第
一
に
は
強
制
に
上
っ
て
行
は
れ
や
、
自
強
的
で
あ
る
と
と
、
第
二
に
恒
常
的
で
訟
〈
、
特
殊

的
・
臨
時
的
で
あ
る
と
と
、
第
コ
↑
に
賓
買
や
市
揚
や
貨
幣
を
認
め
た
己
と
、
第
四
に
共
有
財
産
は
使
徒
が
管
理
し
た
と
は
云
へ
、
一

際
紳
に
献
げ
ら
れ
た
る
も
の
で
あ
る
と
~
、
第
五
に
共
有
財
産
を
以
て
生
産
的
に
活
用
し
、
そ
の
利
潤
や
利
子
を
分
配
す
る
の
で
は

た
〈
、
財
産
自
槙
を
分
興
し
た
と
と
、
第
六
忙
分
配
の
目
的
は
使
徒
建
の
手
に
よ
っ
て
主
と
し
て
施
済
白
た
め
に
用
ひ
ら
れ
た
と

a百

と
唱
第
七
に
分
配
は
等
し
き
分
配
で
は
左
〈
、
必
要
に
膝
巳
て
い
お
あ
る
o

併
し
.
訟
ほ
己
の
尖
有
献
態
に
首
時
白
エ
ツ
セ
・
不
振
の
影
響
が
る
ら
う
と
云
ム
説
に
は
開
〈
ベ
き
鮪
も
あ
る
が
、
そ
れ
も
要
ナ
る

に
、
規
制
的
で
左
〈
自
費
的
で
あ
る
と
と
、
義
を
得
る
手
段
と
し
て
禁
慾
を
な
す
の
で
は
な
い
己
と
、
感
謝
と
奉
仕
の
献
金
で
あ
る

問

U

己
と
せ
管
理
者
が
選
任
さ
れ
る
白
で
在
〈
、
初
め
か
ら
使
徒
で
る
O
た
と
と
、
使
徒
は
常
に
一
定
の
統
制
の
楠
戚
を
持
っ
た
と
と
等

を
皐
げ
る
亡
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
明
か
た
相
国
間
を
見
る
し
、
営
時
弟
子
固
に
於
て
は
Z

ツ
セ
ネ
減
を
直
接
に
知
る
よ
し
は
無
か
っ
た

"
 

と
も
云
は
れ
て
ゐ
る
。五

結

エ
ル
サ
レ
ム
教
固
に
於
て
財
産
の
共
有
企
分
輿
と
が
行
は
れ
た
と
い
ふ
Z
と
は
事
寅
で
あ
る
が
、
そ
の
内
容
を
少
し
〈
見
れ
ば
、

原
拍
数
園
田
共
同
性

所
謂
共
産
赦
態
と
は
、
そ
D
動
機
に
於
て
、
そ
白
方
法
に
於
て
、
ま
た
そ
の

H
的
に
於
て
著
し
〈
臭
っ
た
も
の
が
あ
る
と
と
は
既
に

= 
六

第
三
一
揖

俸
五
十
一
巻

九
三五

マタイ 5 ルカ 6:20以下。 6) 山谷博士、問上。 7) Mc即晶rt.p.6_i 
使徒行博 2:44・Nestle. S. 303・ 9) 使徒行停 4:32. Nestle， S. 309 
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原
始
致
閣
の
共
同
性

第
五
十
一
巻

帯
三
甥

九
六

六

蓮
べ
た
如
く
で
あ
る
。
己
の
圃
慣
が
か
h

る
欣
態
を
執
り
得
た
己
と
は
、
全
〈
そ
白
園
健
の
特
殊
的
な
る
構
成
に
よ
る
。
印
ち
踊

音
が
心
貧
し
き
者
に
買
に
受
け
容
れ
ら
れ
た
と
と
、
そ
れ
が
更
に
聖
霊
に
よ
っ
て
生
か
し
め
ら
れ
、

一
つ
主
に
閲
興
ず
る
兄
弟
と

し
て
の
相
互
の
間
柄
に
於
て
初
め
て
か
a
A

る
特
異
な
る
共
有
・
八
万
奥
田
欣
態
が
生
れ
た
り
で
あ
る
。
少
く
と
も
そ
の
中
心
の
重
要

注
目
む
動
機
は
そ
れ
で
あ
る
。
そ
れ
を
抜
い
て
は
、
と
由
結
果
は
生
じ
な
か
っ
た
ロ
か
a
A

る
特
異
足
る
欣
態
は
、
か

h
z特
異
た
る

経
験
に
よ
っ
て
起
り
得
る
。
従
っ
て
爾
後
と
れ
を
理
想
と
し
て
屡
々
類
似
白
も
の
が
試
み
ら
れ
た
が
、
何
れ
も
長
〈
畏
の
成
功
を

し
た
も
の
は
た
い
。
否
、

エ
ル
サ
レ
ム
教
圃
自
憾
で
さ
へ
、
成
立
僅
か
数
年
に
し
て
所
謂
「
ギ
リ
シ
ャ
語
の
ユ
ダ
ヤ
人
」
(
ヘ
レ
ニ

ス
ト
)
が
、
そ
の
振
の
寡
婦
建
が
日
々
の
施
済
虻
洩
ら
さ
れ
る
を
不
平
し
た
た
め
に
、
新
し
く
七
人
の
執
事
を
と
れ
が
た
め
に
任

命
し
た
と
い
ふ
己
と
が
起
っ
た
。

E
L
K
内
部
的
動
掃
が
兆
し
初
め
た
の
で
あ
る
。
従
来
の
「
ヘ
プ
ル
語
の
ユ
ダ
ヤ
人
」
と
は
決

し
て
さ
ま
で
の
劃
立
は
一
不
さ
な
か
っ
た
か
も
知
れ
な
い
が
、
常
に
必
し
も
完
全
な
一
致
を
し
た
と
は
云
へ
な
い
。
そ
れ
は
バ
ウ
ロ

。
書
翰
に
現
は
れ
た
繭
徐
の
諸
教
曾
白
そ
の
後
の
斌
態
に
於
て
も
常
に
示
さ
れ
た
所
で
あ
る
が
、
た
ピ
モ
れ
ら
を
常
に
支
へ
た
も

の
は
耐
普
と
聖
霊
の
働
き
で
あ
る
。
然
る
に
エ
ル
サ
レ
ム
数
閣
が
、
や
a
h

に
律
法
化
し
制
度
化
す
る
に
及
ん
で
、
そ
の
生
命
力
は

枯
偽
し
、
紀
元
六
八
年
の
大
迫
害
を
逃
れ
て
ベ
ラ
地
方
に
去
っ
て
か
ら
、
己
の
数
闘
の
跡
は
わ
か
ら
な
く
た
っ
た
。
と
れ
要
す
る

に
、
と
の
数
圏
の
成
立
が
著
し
〈
宗
教
的
危
動
機
に
出
で
た
と
云
ム
己
と
が
、
そ
の
共
同
性
を
磁
め
て
緊
密
た
る
も
の
と
た
ら
し

め
、
そ
と
に
於
て
僅
か
に
暫
く
特
殊
な
る
共
有
・
分
興
の
扶
態
を
現
山
せ
し
め
た
が
、
数
年
に
し
て
動
揺
し
、
四
十
年
に
し
て
そ

の
跡
を
絶
つ
に
至
っ
た
と
一
百
ふ
E
と
は
、
取
り
も
直
さ
や
'
そ
の
宗
教
的
動
機
に
依
っ
て
終
始
し
た
駈
が
大
き
い
と
云
ふ
こ
と
が
出

来
る
と
思
ム
。
(
一
五
・

z
・
一
)

cf. Weiss， p. 71. 然るに用ひられたる動嗣がアオ Pストでるるから中込離額
的に行はれたも白是する者、例之、 PU門'e~， p. 37. 20) Calvin. p. ]93. 
Jackson & Lake， p. 306. Z2) WeItz-sacker， p. 57; Knowling， p. 101; We-
hs， p. 72. 23) Mcgiffj目 t，p. 67 t.n. 2. J. & L.， p. 306. cf. Purve_s. p. 37・
Wei~s. p. S， p. -69. 25) Weitzsllcker， p. 57 f. 26) Weis71 f. 
op. cit.， p. 72. 28) ibid. 

19) 

21) 
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