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ブ
ー

バ
ー
に
お
け
る
汝
と
し
て
の
聖
書
言
語
（
一
）

一
偽
り
の
預
言
と
預
言
者
の
誤
解
i

堀
川
敏
寛

は
じ
め
に
…
1
甕
書
の
誓
語
と
は
何
か

　
マ
ル
チ
ィ
ン
・
ブ
ー
バ
ー
（
｝
八
七
八
一
一
九
六
五
）
の
思
索
は
『
我
と
汝
幅
（
一
九
一
　
三
）
や
ヘ
ブ
ラ
イ
語
聖
書
の
ド
イ
ツ
語
訳
（
一
九

二
五
…
一
九
六
二
）
に
お
い
て
確
認
で
き
る
よ
う
に
、
言
語
の
問
題
を
中
心
と
し
て
お
り
、
ブ
ー
バ
ー
の
思
想
を
「
汝
の
雷
語
論
」
か
ら
解

釈
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ス
テ
ィ
ー
ブ
ン
・
ケ
プ
ネ
ス
は
『
汝
と
し
て
の
テ
ク
ス
ト
』
二
九
九
二
）
の
中
で
、
騨
我
と
汝
駄
の
中
で
提
承
さ

れ
た
ブ
：
バ
ー
「
我
一
髪
」
哲
学
に
お
け
る
言
語
論
は
、
彼
の
聖
書
解
釈
の
文
脈
に
お
い
て
最
終
的
に
完
成
さ
れ
た
、
と
次
の
よ
う
に
評
価

す
る
。

　
　
ブ
ー
バ
ー
が
用
い
る
「
語
り
」
「
言
語
」
コ
蓄
葉
」
「
対
話
」
「
会
話
」
と
い
っ
た
言
語
的
な
諸
概
念
は
、
『
我
と
戸
田
に
お
い
て
現
れ
て

　
　
い
た
が
、
そ
れ
ら
は
ブ
…
パ
！
の
聖
書
解
釈
学
に
お
い
て
ほ
ぼ
完
全
な
仕
方
で
展
開
さ
れ
た
（
菌
①
℃
昌
①
ω
”
①
H
）
。

　
ま
た
『
ブ
…
バ
ー
と
聖
書
舳
（
二
〇
〇
二
）
の
中
で
、
カ
…
ル
薩
ヨ
ハ
ン
・
イ
ル
マ
ソ
は
、
ブ
…
パ
ー
の
聖
書
解
釈
学
と
翻
訳
理
論
を
研

究
し
、
そ
こ
に
お
け
る
「
語
り
か
け
の
声
」
に
着
目
し
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

　
　
聖
書
に
関
す
る
ブ
ー
バ
ー
の
研
究
に
は
、
二
つ
の
解
釈
学
的
原
理
が
あ
る
こ
と
を
、
わ
れ
わ
れ
は
洞
察
し
う
る
。
…
…
そ
の
第
一
原
理

　
　
は
、
彼
の
翻
訳
理
論
の
中
で
早
く
か
ら
現
れ
、
彼
の
聖
書
解
釈
学
的
著
作
の
ほ
と
ん
ど
の
中
で
表
現
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
ら
は



　
　
「
声
と
し
て
の
聖
書
」
の
特
徴
「
口
述
性
」
「
語
ら
れ
た
こ
と
」
そ
し
て
「
語
り
か
け
る
こ
と
」
の
概
念
で
あ
る
（
H
＝
ヨ
効
P
。
。
刈
h
）
。

　
こ
の
二
人
の
ブ
ー
バ
ー
研
究
者
が
述
べ
る
よ
う
に
、
ブ
ー
バ
ー
に
お
け
る
「
語
り
、
言
語
、
言
葉
、
対
話
、
会
話
」
ら
の
諸
概
念
を
中
心

と
し
て
展
開
さ
れ
る
言
語
論
は
、
最
終
的
に
ブ
ー
バ
！
の
聖
書
テ
ク
ス
ト
理
解
を
通
し
て
こ
そ
、
十
全
な
仕
方
で
解
明
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

な
ぜ
な
ら
ブ
ー
バ
！
が
聖
書
テ
ク
ス
ト
の
解
釈
を
通
し
て
、
常
に
意
識
し
て
い
た
問
題
は
、
そ
れ
ら
の
諸
概
念
を
包
括
し
て
い
る
「
言
語
」

だ
っ
た
た
め
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
言
語
と
は
、
単
に
一
帯
的
な
所
与
の
も
の
に
限
定
さ
れ
え
な
い
。
そ
こ
に
は
様
々
な
言
葉
が
凝
縮
さ
れ
て

い
る
こ
と
が
、
正
に
聖
書
の
言
語
か
ら
読
み
取
れ
る
。
そ
れ
が
ブ
ー
バ
ー
の
主
意
で
あ
る
。

　
ま
ず
聖
書
に
は
、
聖
な
る
存
在
で
あ
る
神
に
よ
っ
て
語
ら
れ
る
言
葉
が
含
ま
れ
て
い
る
。
そ
の
聖
な
る
言
葉
は
、
そ
れ
を
推
重
し
、
告
知

す
る
預
言
者
を
介
し
て
民
族
共
同
体
に
受
け
入
れ
ら
れ
る
か
た
ち
で
、
人
間
世
界
に
浸
透
し
た
。
そ
こ
に
お
い
て
言
葉
は
、
世
代
か
ら
世
代

へ
と
伝
達
さ
れ
、
銘
じ
記
憶
を
共
有
す
る
中
で
、
一
民
族
の
文
化
、
慣
習
、
そ
し
て
歴
史
が
形
成
さ
れ
て
き
た
。
そ
の
記
憶
は
、
口
碑
・
説

話
・
伝
説
な
ど
の
形
で
伝
承
さ
れ
、
そ
の
口
述
伝
承
が
、
編
集
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
人
間
の
言
語
に
起
こ
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に

わ
れ
わ
れ
の
眼
前
に
存
在
す
る
聖
書
と
は
、
こ
れ
ら
複
合
二
重
要
素
が
絡
み
合
っ
て
形
成
さ
れ
た
テ
ク
ス
ト
で
あ
る
。
そ
こ
に
存
す
る
コ
言

葉
」
と
は
、
聖
な
る
も
の
か
人
間
的
な
も
の
か
、
語
ら
れ
た
も
の
か
書
か
れ
た
も
の
か
、
口
述
か
記
述
か
と
い
う
二
分
法
で
は
分
類
す
る
こ

と
は
で
き
な
い
。
そ
れ
は
複
合
的
ア
ス
ペ
ク
ト
を
備
え
た
雷
葉
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
わ
れ
わ
れ
は
、
神
の
語

っ
た
言
葉
か
ら
書
か
れ
た
聖
書
テ
ク
ス
ト
が
完
成
す
る
ま
で
の
過
程
を
、
明
ら
か
に
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

　
次
に
、
聖
書
に
対
し
て
向
き
合
う
わ
れ
わ
れ
読
み
手
の
姿
勢
が
問
わ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
読
み
手
の
テ
ク
ス
ト
へ
の
「
関
わ
り

方
」
と
同
時
に
、
ブ
ー
バ
ー
が
生
涯
を
通
じ
て
試
み
た
聖
書
テ
ク
ス
ト
の
「
ド
イ
ツ
語
訳
」
作
業
の
問
題
で
あ
る
。
彼
に
と
っ
て
、
ヘ
ブ
ラ

イ
語
聖
書
テ
ク
ス
ト
を
ド
イ
ツ
語
へ
と
翻
訳
す
る
こ
と
は
、
単
に
前
者
か
ら
後
者
へ
の
転
写
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
彼
に
と
っ

て
翻
訳
と
は
、
語
ら
れ
た
雷
葉
や
そ
れ
が
伝
達
さ
れ
て
き
た
記
憶
と
、
読
み
手
と
を
出
会
わ
せ
る
（
b
d
興
8
達
し
。
。
b
。
）
た
め
の
言
わ
ば
＝

つ
の
道
」
（
筐
山
．
レ
。
。
ω
）
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

ブ
ー
バ
ー
に
お
け
る
汝
と
し
て
の
聖
書
言
語
（
一
）

二
五
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二
六

　
こ
の
よ
う
に
ブ
ー
パ
ー
は
、
「
書
か
れ
た
言
葉
と
し
て
の
聖
書
テ
ク
ス
ト
」
と
い
う
媒
介
を
経
て
、
「
神
に
よ
っ
て
語
ら
れ
た
言
葉
」
の
読

み
手
へ
の
歩
み
寄
り
と
、
「
読
み
手
の
使
用
す
る
言
語
」
か
ら
語
ら
れ
た
言
葉
に
向
か
っ
て
の
重
層
的
歩
み
寄
り
を
論
じ
て
い
る
。
つ
ま
り

聖
書
と
い
う
場
に
お
い
て
、
語
ら
れ
た
言
葉
と
読
み
手
の
双
方
向
が
向
き
合
っ
た
際
に
の
み
、
両
者
は
出
会
い
う
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
テ

ク
ス
ト
を
記
号
や
象
徴
と
し
て
分
析
す
る
、
解
釈
者
か
ら
の
一
方
通
行
的
な
我
－
そ
れ
態
度
で
は
実
現
し
え
な
い
事
態
で
あ
る
。
本
論
考
で

は
、
聖
書
言
語
に
お
け
る
「
書
か
れ
た
言
葉
」
と
「
語
ら
れ
た
垂
葉
」
、
そ
し
て
言
葉
と
読
み
手
に
よ
る
「
我
i
汝
」
の
関
わ
り
に
つ
い
て
、

ブ
ー
バ
！
流
の
聖
書
解
釈
学
理
論
を
通
し
て
、
整
理
し
て
い
き
た
い
。
そ
し
て
そ
の
解
釈
学
理
論
の
中
で
見
落
と
さ
れ
て
い
た
ブ
ー
バ
ー
に

よ
る
「
偽
り
の
預
言
」
と
「
預
言
者
の
誤
解
」
に
関
す
る
議
論
に
つ
い
て
考
察
し
た
い
。
な
ぜ
な
ら
彼
の
ヘ
ブ
ラ
イ
語
聖
書
言
語
論
に
お
け

る
独
自
性
は
、
聖
書
テ
ク
ス
ト
の
中
で
描
写
さ
れ
て
い
る
神
の
言
葉
が
、
既
に
預
言
者
に
よ
っ
て
人
間
の
言
葉
と
し
て
告
知
さ
れ
た
も
の
と

捉
え
、
聖
書
言
語
を
誤
解
と
偽
り
の
産
物
と
理
解
す
る
点
に
あ
る
た
め
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

　
　
　
　
　
　
【
　
ブ
：
バ
ー
言
語
哲
学
に
お
け
る
聖
書
言
語

　
ブ
：
バ
…
は
『
語
ら
れ
た
言
葉
』
（
㎜
九
六
〇
）
に
お
い
て
、
自
ら
の
震
語
論
を
、
彼
独
自
の
概
念
を
用
い
た
三
分
類
に
よ
っ
て
展
開
し

て
い
る
。
ブ
！
バ
ー
は
「
言
語
」
（
ω
℃
鎚
。
冨
）
を
、
広
が
り
の
あ
る
概
念
と
し
て
捉
え
、
そ
の
特
長
を
「
神
に
よ
っ
て
語
ら
れ
た
雷
葉
」

（
声
）
、
「
聖
書
な
ど
の
歴
史
文
書
が
書
か
れ
た
テ
ク
ス
ト
」
（
文
語
）
、
「
共
同
体
に
お
い
て
現
在
使
用
さ
れ
て
い
る
言
語
」
に
見
て
い
る
。

そ
の
三
種
類
の
言
語
構
造
を
、
ブ
！
バ
！
は
独
自
の
概
念
で
、
現
実
的
生
起
（
鋳
葺
①
＝
①
ω
b
ご
①
毅
9
乱
ω
）
、
可
能
的
財
（
質
。
8
⇒
砕
芭
興

b
ご
Φ
路
N
）
、
現
在
の
存
立
（
℃
感
ω
①
簿
2
じ
σ
①
ω
冨
邑
）
と
呼
ぶ
。
こ
れ
ら
三
種
類
の
言
語
概
念
は
、
理
解
に
苦
し
む
説
明
と
方
法
に
よ
っ
て
分

類
さ
れ
て
い
る
印
象
を
受
け
る
。
そ
こ
で
ブ
ー
バ
i
解
釈
学
理
論
の
研
究
者
で
あ
る
ケ
プ
ネ
ス
に
よ
る
次
の
コ
蕎
語
的
連
続
体
」
を
参
照
し

た
い
。

　
　
ブ
ー
バ
…
は
、
神
か
ら
人
へ
と
語
ら
れ
る
言
葉
、
書
か
れ
た
聖
書
の
言
葉
、
そ
し
て
解
釈
の
雷
葉
に
つ
い
て
語
り
…
…
そ
れ
を
言
語
的



　
　
連
続
体
と
呼
ん
で
い
る
（
H
（
Φ
b
昌
①
ω
》
心
卜
⊃
）
。

　
こ
こ
で
言
わ
れ
た
言
語
的
連
続
体
を
構
成
す
る
三
種
類
の
言
葉
に
よ
っ
て
、

う
。

ブ
！
バ
⊥
言
語
哲
学
の
三
類
型
を
説
明
す
る
と
次
の
よ
う
に
な
ろ

　
現
在
の
存
立
（
U
感
。
辱
σ
D
艮
①
「
ロ
ロ
Φ
ω
♂
a
V

　
一
つ
目
は
、
現
在
わ
れ
わ
れ
が
共
同
体
で
使
用
し
て
い
る
言
語
を
指
し
、
そ
れ
は
う
ン
グ
（
一
雪
α
q
器
）
に
対
応
す
る
「
現
在
の
存
立
」
で

あ
る
。
こ
わ
は
あ
る
特
定
の
言
語
領
域
の
中
で
言
い
う
る
も
の
、
言
わ
れ
う
る
も
の
の
総
和
で
あ
り
、
空
間
的
時
間
的
に
制
約
を
受
け
る
。

そ
し
て
こ
の
言
語
領
域
に
属
す
る
全
て
の
人
々
が
互
い
に
、
そ
の
言
語
的
嗜
好
や
表
現
に
お
い
て
こ
の
言
語
を
使
っ
て
い
る
。
彼
ら
個
々
人

の
言
語
活
動
に
お
い
て
、
こ
の
存
立
は
そ
の
都
度
現
実
的
に
な
り
、
こ
れ
ら
生
き
た
人
間
の
相
互
性
の
中
で
こ
の
雷
語
は
存
在
す
る
。
こ
れ

は
そ
の
言
語
を
そ
の
都
度
話
し
て
い
る
人
や
共
同
体
と
の
連
関
か
ら
切
り
離
し
て
は
把
握
さ
れ
な
い
も
の
で
あ
る
（
U
芝
℃
瞳
卜
。
）
。
現
在
の

存
立
は
、
解
釈
者
や
読
み
手
の
言
語
で
あ
り
、
こ
れ
を
ブ
ー
バ
！
の
状
況
で
雷
う
な
ら
ぽ
、
翻
訳
す
る
際
に
用
い
た
「
ド
イ
ツ
語
」
で
あ
る
。

読
み
手
が
テ
ク
ス
ト
に
向
き
合
う
際
、
最
初
の
媒
介
と
な
る
も
の
が
母
語
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
ブ
！
バ
ー
が
ド
イ
ツ
語
を
現
在
の
存
立
と

し
て
選
ぶ
か
ぎ
り
、
そ
れ
は
ド
イ
ツ
語
と
い
う
制
約
を
受
け
た
言
語
構
成
を
考
慮
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
可
能
的
財
（
で
。
δ
簿
一
Φ
δ
「
む
σ
Φ
ω
一
仲
N
）

　
次
に
、
あ
る
特
定
の
言
語
領
域
の
中
で
表
現
さ
れ
た
も
の
、
つ
ま
り
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
（
O
o
鼻
弩
①
）
は
、
「
可
能
的
財
」
と
言
わ
れ
る
。

そ
れ
は
あ
る
特
定
の
言
語
に
お
い
て
、
あ
る
特
定
の
時
期
に
到
る
ま
で
に
そ
の
保
存
形
体
と
し
て
「
音
と
文
字
に
な
っ
た
も
の
」
の
総
和
で

あ
る
。
こ
こ
に
は
現
に
生
き
た
語
り
手
に
よ
っ
て
、
今
日
生
き
た
言
葉
と
し
て
使
用
さ
れ
る
も
の
は
含
ま
れ
な
い
（
U
堵
輩
合
）
。
即
ち
、
可

能
的
財
と
し
て
の
言
語
は
、
伝
承
を
編
纂
し
て
生
ま
れ
た
「
聖
書
テ
ク
ス
ト
」
と
い
う
歴
史
的
文
書
を
指
し
て
い
る
。

　
現
実
的
生
起
（
奨
容
Φ
一
一
Φ
ω
g
σ
Φ
σ
q
Φ
σ
コ
…
ω
）

　
言
語
の
第
三
の
存
在
様
式
は
「
語
ら
れ
た
も
の
」
（
O
Φ
ω
胃
0
9
Φ
弓
①
芦
○
Φ
ω
嶺
。
魯
Φ
口
≦
Φ
a
雪
）
で
あ
り
、
「
語
ら
れ
た
言
葉
」
（
母
ω

ブ
ー
バ
ー
に
お
け
る
汝
と
し
て
の
聖
書
言
語
（
一
）

二
七
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八

甫
。
昌
畠
ω
駒
Φ
ω
嘆
。
魯
①
昌
三
目
匹
）
」
、
つ
ま
り
パ
ロ
ー
ル
（
唱
9
。
8
一
Φ
）
で
あ
る
。
前
述
し
た
現
在
の
存
立
や
町
能
的
財
は
、
共
同
体
で
使
わ
れ

る
言
語
あ
る
い
は
文
書
で
あ
り
、
共
に
歴
史
的
に
獲
得
さ
れ
た
も
の
を
前
提
と
し
て
い
る
の
に
対
し
、
現
実
的
生
起
は
「
人
間
に
よ
る
交
わ

り
へ
の
実
現
可
能
な
意
志
」
θ
芝
”
置
ω
）
以
外
に
前
提
と
す
る
も
の
は
な
い
。
こ
の
交
わ
り
は
人
間
が
互
い
に
向
き
合
う
中
で
建
立
さ
れ

る
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
根
元
的
態
度
な
く
し
て
、
こ
の
言
葉
が
獲
得
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
「
語
ら
れ
た
言
葉
」
の
重
要
性
は
、
そ
れ
が
そ

れ
を
語
る
人
の
も
と
に
留
ま
ろ
う
と
は
し
な
い
点
に
あ
る
（
U
≦
℃
置
ω
）
。

　
ブ
ー
バ
ー
の
聖
書
解
釈
理
論
で
求
め
ら
れ
て
い
る
も
の
は
、
現
在
の
存
立
（
流
通
し
て
い
る
ド
イ
ツ
語
を
用
い
た
翻
訳
）
を
出
発
点
と
し

て
、
可
能
評
議
（
ヘ
ブ
ラ
イ
藷
原
典
テ
ク
ス
ト
）
を
読
み
、
そ
れ
を
通
し
て
最
終
的
に
コ
小
葉
の
現
実
態
と
い
う
動
的
事
実
」
（
畠
墨
邑
ω
－

o｝

ｨ
類
8
簿
ω
餌
。
葭
。
糖
質
け
く
。
灘
匹
興
≧
（
け
轟
一
諦
鋒
匹
Φ
ω
芝
。
箒
①
ω
）
を
生
起
さ
せ
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
言
葉
が
顕
わ
に
な
る
場
所
に
つ
い
て
、

ブ
ー
バ
ー
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

　
　
わ
た
し
が
「
問
」
と
名
づ
け
、
わ
れ
わ
れ
が
決
し
て
双
方
の
参
与
者
に
還
元
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
領
域
に
お
い
て
、
語
ら
れ
た
欝
葉

　
　
が
起
こ
る
（
U
≦
”
濠
Q
◎
ご
。

　
「
現
実
的
生
起
」
は
、
ド
イ
ツ
語
と
ヘ
ブ
ラ
イ
語
の
「
間
」
で
、
ま
た
読
み
手
と
テ
ク
ス
ト
と
の
「
間
」
に
お
い
て
現
実
化
す
る
「
神
の

使
信
」
と
言
え
よ
う
。

　
　
　
　
　
　
二
　
使
信
と
し
て
の
聖
書
言
語

　
聖
書
の
言
語
に
つ
い
て
語
る
場
合
、
こ
の
「
聖
書
の
」
と
い
う
形
容
詞
が
つ
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
は
他
の
雷
語
と
は
根
本
的
に
異
な

っ
た
も
の
に
な
る
。
聖
書
言
語
は
、
根
本
的
に
異
な
る
「
語
り
（
ω
胃
①
o
冨
鵠
）
で
あ
り
、
格
言
（
ω
鷲
餌
9
ご
（
ご
d
黒
藻
0
8
）
で
あ
る
。
タ
ル

モ
ソ
が
「
聖
書
は
神
の
真
実
の
言
葉
を
具
現
化
し
た
も
の
」
（
臼
巴
ヨ
。
芦
軍
鶏
）
と
述
べ
る
よ
う
に
、
聖
書
に
は
神
の
「
語
ら
れ
た
視
葉
」
が

含
ま
れ
て
い
る
点
に
お
い
て
、
他
の
テ
ク
ス
ト
一
般
と
は
異
な
る
論
語
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
関
し
て
ブ
…
バ
ー
は
、
　
㎎
聖



書
と
そ
の
ド
イ
ツ
語
訳
』
の
中
で
、
次
の
よ
う
な
表
現
を
も
っ
て
論
じ
始
め
て
い
る
。

　
　
ヘ
ブ
ラ
イ
語
聖
書
は
、
本
質
的
に
、
使
信
（
b
d
O
齢
ω
O
騨
餌
h
け
）
の
言
語
に
よ
っ
て
鋳
造
さ
れ
、
成
り
立
っ
て
い
る
。
そ
し
て
「
預
言
」
と

　
　
は
、
た
だ
そ
う
し
た
使
信
の
も
っ
と
も
明
白
な
、
い
わ
ぽ
使
信
が
あ
り
の
ま
ま
に
現
れ
た
も
の
で
あ
る
（
ω
や
一
8
㎝
）
。

　
ブ
ー
パ
ー
に
よ
れ
ば
、
直
接
的
に
で
あ
れ
間
接
的
に
で
あ
れ
、
使
信
と
結
び
つ
き
、
使
信
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
な
い
よ
う
な
部
分
や

形
式
は
、
聖
書
に
は
存
在
し
な
い
。
な
ぜ
な
ら
「
聖
書
に
お
け
る
金
て
は
、
真
の
語
ら
れ
た
も
の
」
（
ω
b
u
”
一
〇
⑩
O
）
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ

に
対
置
す
る
形
で
、
分
析
に
よ
る
擬
似
的
な
も
の
（
℃
ω
窪
自
o
p
爵
ぞ
ω
③
）
と
し
て
“
内
容
”
や
“
形
式
”
が
現
れ
る
。
そ
し
て
翠
黛
が
間
接

的
に
言
い
表
さ
れ
る
場
所
で
は
、
結
局
そ
れ
は
注
釈
や
批
評
へ
と
、
縮
小
す
る
の
で
あ
る
（
＜
①
鼠
⑦
暮
ω
9
§
ひ
q
し
H
）
。

　
こ
の
よ
う
に
ブ
ー
バ
ー
が
「
聖
書
」
に
向
き
合
う
際
、
彼
が
最
も
大
切
に
し
て
い
る
も
の
は
、
そ
こ
で
現
れ
る
「
使
信
」
と
し
て
生
起
す
る
神

の
言
葉
で
あ
り
、
「
語
ら
れ
た
言
葉
」
で
あ
る
。
そ
し
て
ブ
！
バ
！
は
、
注
解
や
批
評
と
い
う
言
葉
の
分
析
に
よ
る
表
現
を
最
も
嫌
う
。
そ
れ
は

彼
が
、
一
生
涯
を
か
け
て
聖
書
の
ド
イ
ツ
語
訳
と
解
説
に
力
を
注
い
だ
反
面
、
歴
史
学
的
批
判
的
方
法
論
（
い
わ
ば
近
代
旧
約
聖
書
学
）
に
よ
る

注
解
や
批
評
を
行
わ
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
も
伺
え
る
。
彼
は
、
生
き
た
雷
葉
と
し
て
の
言
忌
を
、
極
力
損
な
う
こ
と
無
く
、
そ
の
ま
ま
受
け

入
れ
る
事
に
関
心
を
払
っ
た
。
ブ
ー
パ
ー
は
、
聖
書
言
語
に
お
け
る
書
か
れ
た
言
葉
よ
り
も
語
ら
れ
た
雷
丸
の
方
に
、
言
葉
の
根
源
性
を
見

て
い
る
。
そ
の
理
由
は
、
神
が
語
っ
た
言
葉
を
、
民
族
共
同
体
が
口
伝
え
に
伝
承
し
、
そ
れ
を
記
憶
と
し
て
大
切
に
し
、
忘
れ
ず
に
口
ず
さ

ん
で
き
た
と
い
う
聖
書
言
語
に
お
け
る
口
述
の
歴
史
性
を
、
彼
は
考
慮
す
る
た
め
で
あ
る
。
実
際
に
、
聖
書
の
創
造
物
語
の
冒
頭
に
お
い
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

言
葉
は
存
在
す
る
の
で
は
な
く
、
生
起
す
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
神
に
よ
っ
て
語
ら
れ
る
こ
と
か
ら
始
ま
っ
た
（
創
世
記
一
・
三
）
。
そ
れ

を
ブ
ー
バ
ー
は
次
の
よ
う
に
表
現
す
る
。

　
　
言
葉
の
根
源
性
は
、
そ
の
語
ら
れ
て
あ
る
こ
と
（
O
Φ
ω
凛
0
9
⑦
濤
①
ぎ
）
で
あ
る
（
U
d
蝉
H
8
回
）
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

　
確
か
に
ヘ
ブ
ラ
イ
語
聖
書
に
お
い
て
、
「
書
く
」
は
出
エ
ジ
プ
ト
記
一
七
・
一
四
に
な
っ
て
初
め
て
現
れ
、
「
読
む
」
は
更
に
後
で
、
出
工

　
　
　
　
　
　
（
5
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

ジ
プ
ト
記
二
四
・
七
に
登
場
す
る
概
念
で
あ
る
（
水
垣
、
一
九
）
。
ブ
ー
バ
！
は
、
所
与
の
ヘ
ブ
ラ
イ
語
聖
書
が
、
こ
の
よ
う
な
プ
ロ
セ
ス

ブ
ー
バ
ー
に
お
け
る
汝
と
し
て
の
聖
書
讐
口
語
（
一
）

二
九



哲
学
班
究
　
第
五
菖
九
十
四
号

三
〇

を
土
台
に
し
て
、
最
終
形
態
と
し
て
書
か
れ
た
書
物
（
テ
ク
ス
ト
）
と
な
っ
た
こ
と
を
、
彼
の
紅
潮
翻
訳
理
論
の
中
で
指
摘
し
て
い
る
。
少

し
長
く
な
る
が
、
次
に
引
用
し
て
お
こ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
翻
訳
者
は
こ
の
よ
う
な
要
求
を
満
た
す
た
め
に
、
ヘ
ブ
ラ
イ
語
の
文
字
か
ら
ま
こ
と
の
音
声
形
体
を
受
け
取
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
翻
訳

　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
ヘ
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
者
は
、
聖
書
と
い
う
書
か
れ
た
も
の
（
○
Φ
ω
o
帯
δ
げ
魯
冨
ε
の
ほ
と
ん
ど
を
、
語
ら
れ
た
も
の
（
○
⑦
ω
只
o
o
び
③
魯
①
刷
け
）
が
刻
ま
れ
た

　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
へ

　
　
音
盤
（
レ
コ
ー
ド
）
と
し
て
経
験
す
る
。
そ
の
語
ら
れ
た
も
の
は
、
聖
書
の
本
来
的
作
用
と
し
て
、
耳
が
雷
葉
を
聖
書
的
に
聴
き
、
ロ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
が
言
葉
を
聖
書
的
に
語
る
と
こ
ろ
で
は
ど
こ
で
あ
っ
て
も
新
た
に
よ
み
が
え
る
の
で
あ
る
。
知
恵
・
詩
篇
・
箴
言
の
み
な
ら
ず
、
歴
史

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
書
や
律
法
も
ま
た
、
根
源
的
に
舌
か
ら
産
ま
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
ペ
ン
か
ら
産
ま
れ
た
も
の
で
は
な
い
。
聖
な
る
文
雷
は
、
混
じ
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
気
の
な
い
初
期
に
お
い
て
は
、
た
い
て
い
簾
述
で
伝
承
さ
れ
た
。
…
…
そ
し
て
語
り
の
中
で
生
起
し
た
も
の
は
、
そ
の
都
度
た
だ
語
る

　
　
ヘ
　
　
　

ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　

ヘ
　
　
　
へ

　
　
こ
と
の
中
で
の
み
再
び
生
き
た
も
の
と
な
る
。
そ
う
、
た
だ
語
り
に
よ
っ
て
の
み
、
純
粋
に
知
覚
さ
れ
受
容
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
ユ
ダ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
、
、
、
、
、
、
、
　
　
　
　
　
（
7
）
　
　
　
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

　
　
や
の
伝
統
に
お
い
て
、
聖
書
は
朗
読
さ
れ
る
よ
う
定
め
ら
れ
、
…
…
語
ら
れ
た
も
の
へ
と
正
し
く
立
ち
帰
る
た
め
に
あ
る
。
本
来
ヘ
ブ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ

　
　
ラ
イ
語
の
「
読
む
」
と
い
う
名
称
は
唱
え
る
（
効
二
ω
『
賃
｛
Φ
質
）
を
意
味
し
、
聖
書
の
伝
統
的
な
名
前
は
「
朗
講
」
（
ミ
ク
ラ
ー
、
黛
①

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
い
Φ
ω
琶
ウ
q
）
で
あ
る
。
従
っ
て
本
来
的
に
聖
書
は
唱
え
る
も
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
神
は
ヨ
シ
ュ
ア
に
「
律
法
の
書
を
あ
な
た
の
国
か
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　

ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
離
す
な
」
と
命
じ
て
い
る
の
で
な
く
、
む
し
ろ
「
『
口
か
ら
睡
離
し
て
は
な
ら
な
い
」
と
命
じ
て
い
る
の
で
あ
り
、
「
ヨ
シ
ュ
ア
が
律
法

　
　
の
中
で
『
口
ず
さ
む
騙
（
ヨ
シ
ュ
ア
記
　
・
八
）
べ
き
で
あ
り
、
つ
ま
り
か
す
か
な
唇
を
も
っ
て
抑
揚
を
倣
う
べ
き
で
あ
る
」
と
語
っ

　
　
て
い
る
の
で
あ
る
（
＜
①
a
Φ
暮
。
。
0
9
コ
α
q
層
。
。
－
O
、
傍
点
は
引
用
者
に
よ
る
）
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

　
ブ
ー
バ
ー
は
、
聖
書
が
本
来
、
声
に
出
し
て
朗
講
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
理
由
を
、
聖
書
テ
ク
ス
ト
が
、
語
ら
れ
た
言
葉
の
集
成
で
あ
っ

た
た
め
だ
と
考
え
た
。
こ
の
よ
う
に
彼
は
、
聖
書
雷
語
に
お
け
る
「
語
ら
れ
た
も
の
」
を
大
切
に
し
た
が
た
め
に
、
テ
ク
ス
ト
に
お
け
る
音

声
や
リ
ズ
ム
構
造
に
重
き
を
置
く
。
そ
れ
は
ブ
！
バ
！
の
研
究
書
を
編
集
し
て
い
る
メ
ソ
デ
ス
・
フ
ロ
ー
が
、
そ
の
序
言
に
お
い
て
「
ヘ
ブ

ラ
イ
語
聖
書
は
、
単
に
読
む
こ
と
よ
り
も
、
語
ら
れ
聴
か
れ
る
テ
ク
ス
ト
と
し
て
首
尾
一
貫
し
て
い
る
」
（
寓
Φ
締
叩
鶯
。
ξ
”
〈
譲
）
と
指
摘



す
る
ほ
ど
で
あ
る
。三

　
偽
り
の
預
言
（
エ
レ
ミ
や
書
二
八
章
解
釈
よ
り
）

　
以
上
か
ら
明
ら
か
に
な
っ
た
よ
う
に
、
聖
書
に
は
、
神
の
使
丁
、
神
に
よ
っ
て
語
ら
れ
た
言
葉
、
神
の
声
と
い
っ
た
形
な
き
菖
葉
が
含
ま

れ
て
お
り
、
そ
れ
ら
を
形
態
化
す
る
役
割
を
担
う
人
物
が
「
預
言
者
」
で
あ
る
。
預
言
者
は
、
神
と
民
の
聞
に
立
ち
、
自
ら
の
言
葉
に
よ
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

て
神
の
使
信
を
伝
え
る
人
物
で
あ
る
。
そ
れ
は
形
な
き
も
の
を
、
最
初
に
形
体
化
す
る
作
業
で
あ
り
、
い
わ
ば
預
言
者
は
最
初
の
翻
訳
作
業

を
行
っ
て
い
る
と
雷
え
よ
う
。
た
だ
し
そ
の
伝
達
方
法
は
、
入
間
の
言
語
に
限
定
さ
れ
る
と
は
限
ら
な
い
。
「
汝
ら
の
中
に
わ
た
し
に
向
き

合
う
預
言
者
が
居
る
な
ら
ぽ
、
わ
た
し
は
彼
に
た
い
し
て
幻
影
で
知
ら
せ
、
彼
の
内
に
お
い
て
夢
で
語
る
」
（
民
数
記
＝
丁
六
）
と
言
及

　
（
1
0
）

さ
れ
る
よ
う
に
、
預
言
と
は
「
夢
」
や
「
幻
」
を
介
し
て
「
告
知
さ
れ
る
言
葉
」
で
も
あ
る
。
ま
た
エ
レ
ミ
ヤ
が
自
ら
に
範
を
負
い
な
が
ら

神
殿
に
お
い
て
神
の
使
信
を
伝
え
（
エ
レ
ミ
や
書
二
七
・
一
－
一
五
）
、
イ
ザ
ヤ
が
裸
足
と
裸
で
歩
く
こ
と
に
よ
っ
て
ア
ッ
シ
リ
ア
の
王
が
捕

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）

虜
を
連
れ
去
る
前
兆
を
示
し
た
こ
と
か
ら
分
か
る
よ
う
に
、
預
言
者
は
自
ら
の
肉
体
を
も
神
の
尊
信
を
告
知
す
る
手
段
と
し
て
用
い
て
い
た
。

そ
こ
で
ブ
ー
バ
ー
が
危
惧
す
る
こ
と
は
、
偽
り
の
預
言
者
に
よ
っ
て
神
の
使
丁
が
誤
っ
て
伝
え
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
預
言
者
が
神
の
受
信

を
翻
訳
し
て
民
へ
と
伝
達
す
る
役
割
を
担
う
た
め
、
も
し
も
こ
の
最
初
の
翻
訳
の
段
階
で
誤
解
が
生
じ
て
い
た
の
で
あ
れ
ぽ
、
伝
承
は
初
め

か
ら
誤
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
偽
り
の
預
言
に
関
し
て
、
ヘ
ブ
ラ
イ
語
聖
書
に
お
け
る
エ
レ
ミ
や
書
で
は
、
次
の
よ
う
に
言
わ
れ
て
い
る
。

　
　
ま
た
ヤ
ハ
ウ
ェ
は
私
に
言
っ
た
。
「
偽
り
を
、
あ
の
預
言
者
た
ち
は
わ
た
し
の
名
に
よ
っ
て
預
言
し
て
い
る
。
わ
た
し
は
彼
ら
を
遣
わ

　
　
し
た
こ
と
も
な
く
、
彼
ら
に
命
じ
た
こ
と
も
な
く
、
彼
ら
に
語
っ
た
こ
と
も
な
い
。
偽
り
の
幻
と
、
虚
偽
の
占
い
と
、
己
の
心
の
欺
隔

　
　
と
を
、
彼
ら
は
あ
な
た
達
に
向
か
っ
て
預
言
し
て
い
る
の
だ
」
（
エ
レ
ミ
や
書
一
四
・
一
四
）
。

　
預
言
者
と
は
そ
も
そ
も
「
夢
や
幻
を
通
し
て
、
神
の
使
信
を
伝
え
る
」
役
割
を
担
う
人
物
で
あ
る
。
そ
れ
は
前
者
の
「
夢
」
は
ダ
ニ
エ
ル
、

後
者
の
「
幻
」
は
エ
ゼ
キ
エ
ル
を
初
め
、
多
く
の
十
二
小
預
言
者
た
ち
の
預
言
活
動
か
ら
判
断
し
て
も
、
明
白
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
真
の

ブ
ー
バ
ー
に
お
け
る
汝
と
し
て
の
聖
書
言
語
（
一
）

三
｝
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預
言
者
と
偽
り
の
預
言
者
と
を
分
か
つ
基
準
は
、
言
葉
な
の
か
、
も
し
く
は
幻
や
夢
な
の
か
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
神
は
、
何
も
モ
ー
セ
の

よ
う
に
「
口
か
ら
ロ
へ
わ
た
し
は
彼
と
語
り
合
う
」
（
民
数
々
＝
丁
丁
）
こ
と
を
常
と
し
て
い
る
訳
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
む
し
ろ
自
然

現
象
に
よ
る
告
知
や
、
夢
や
幻
と
い
う
視
覚
的
表
象
を
通
し
て
告
知
す
る
こ
と
が
、
聖
書
で
は
常
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
真
の
預
言
者
が

言
葉
を
預
か
り
、
偽
り
の
預
言
者
が
夢
や
幻
に
頼
っ
た
預
言
を
す
る
と
い
っ
た
分
類
は
で
き
な
い
。
そ
れ
で
は
神
が
遣
わ
し
て
い
な
い
人
物

に
よ
る
「
偽
り
の
預
言
」
と
、
神
の
使
信
が
正
確
に
告
知
さ
れ
る
「
真
の
預
「
欝
」
と
を
区
帯
す
る
判
断
基
準
は
ど
こ
に
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。

そ
れ
に
関
し
て
、
ブ
ー
バ
ー
は
『
偽
り
の
預
言
者
励
（
一
九
鰯
○
）
に
お
い
て
、
エ
レ
ミ
や
書
二
八
章
に
登
場
す
る
偽
り
の
預
言
者
ハ
ナ
ソ

ヤ
を
取
り
上
げ
、
論
じ
て
い
る
。

　
　
ハ
ナ
ソ
ヤ
は
事
情
に
精
通
し
て
い
た
。
彼
は
真
理
を
知
ら
な
か
っ
た
が
、
事
情
に
精
通
し
て
い
た
の
で
あ
る
（
閃
や
㊤
＆
）
。

　
　
偽
り
の
預
言
者
と
は
、
夢
想
を
も
と
に
生
き
、
そ
れ
が
あ
た
か
も
現
実
で
あ
る
か
の
よ
う
に
振
る
舞
う
（
哨
挿
逡
。
。
）
。

　
ハ
ナ
ソ
ヤ
は
「
神
は
『
バ
ビ
ロ
ニ
ア
の
王
の
朝
を
打
ち
壊
す
で
あ
ろ
う
盛
と
言
っ
た
」
と
半
煮
す
る
。
ど
こ
か
ら
彼
は
そ
れ
を
知
っ
た
の

か
。
彼
は
「
神
が
自
ら
に
語
り
か
け
た
」
と
は
齋
っ
て
い
な
い
。
彼
、
つ
ま
り
偽
り
の
預
言
者
は
、
意
図
的
に
虚
偽
の
公
言
を
し
て
い
た
訳

で
は
な
い
。
彼
は
「
自
ら
が
知
る
範
囲
で
の
真
理
」
を
言
っ
た
の
で
あ
る
。
ハ
ナ
ン
ヤ
が
イ
ザ
ヤ
の
カ
リ
カ
チ
ュ
ア
で
あ
る
と
言
わ
れ
る
の

は
も
っ
と
も
で
あ
る
（
男
工
逡
①
）
。
な
ぜ
な
ら
か
つ
て
イ
ザ
ヤ
は
、
ユ
ダ
国
の
首
か
ら
ア
ッ
シ
リ
ア
の
乾
を
外
し
て
打
ち
砕
く
（
イ
ザ
ヤ
書

一
〇
・
一
　
七
）
と
い
う
神
の
意
志
を
告
知
し
て
い
た
。
ま
さ
に
ハ
ナ
ソ
ヤ
は
、
こ
こ
か
ら
神
が
バ
ビ
ロ
ニ
ア
の
範
を
打
ち
砕
く
よ
う
約
束
し

た
、
と
い
わ
ぽ
推
論
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
確
か
に
南
の
ユ
ダ
国
が
強
力
な
外
事
に
脅
か
さ
れ
て
い
る
と
い
う
意
味
で
、
両

預
言
老
が
活
動
し
た
蒔
期
に
お
け
る
政
治
的
状
況
は
類
似
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
厳
密
に
見
れ
ば
、
状
況
は
全
く
岡
じ
で
は
な
い
。

ヒ
ゼ
キ
ア
王
の
世
代
に
お
い
て
、
民
族
的
に
必
要
と
さ
れ
て
い
た
課
題
は
、
結
局
受
け
入
れ
ら
れ
ず
、
達
成
さ
れ
な
か
っ
た
。
し
か
も
そ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

を
受
け
入
れ
た
ヨ
シ
や
王
の
世
代
で
は
、
歴
史
的
前
提
が
変
化
し
て
い
た
た
め
、
も
は
や
こ
の
課
題
を
菓
た
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
民
族
の
運

命
を
変
え
る
こ
と
は
で
き
な
く
な
っ
て
い
た
。
つ
ま
り
過
去
の
世
代
に
よ
っ
て
失
敗
に
終
わ
っ
た
こ
と
が
、
現
状
（
ゼ
デ
キ
ア
王
の
世
代
）



　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

へ
と
行
き
着
い
た
の
で
あ
る
。
他
方
、
真
の
預
言
者
エ
レ
ミ
ヤ
は
、
こ
の
状
況
で
ど
の
よ
う
に
振
る
舞
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
聖
書
で
は
次

の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

　
　
ハ
ナ
ン
ヤ
が
、
エ
レ
ミ
ヤ
の
着
か
ら
鞄
を
外
し
、
そ
れ
を
打
ち
砕
き
「
こ
の
よ
う
に
二
年
後
、
神
は
ネ
ブ
カ
ド
ネ
ツ
ァ
ル
の
範
を
全
て

　
　
の
民
の
首
か
ら
打
ち
砕
く
で
あ
ろ
う
」
と
民
に
宣
雷
し
た
時
、
エ
レ
ミ
ヤ
は
黙
っ
て
そ
こ
か
ら
立
ち
虫
つ
た
（
エ
レ
ミ
や
書
二
八
・
一

　
　
〇
一
＝
）
。
そ
の
後
、
神
の
使
信
と
共
に
、
エ
レ
ミ
ヤ
が
ハ
ナ
ソ
ヤ
の
も
と
へ
派
遣
さ
れ
た
時
に
初
め
て
、
エ
レ
ミ
ヤ
は
ハ
ナ
ン
ヤ

　
　
の
所
へ
行
き
、
言
う
べ
き
こ
と
を
彼
に
言
っ
た
（
エ
レ
ミ
や
書
二
八
・
一
一
　
）
（
閃
即
逡
㎝
）
。

　
エ
レ
ミ
ヤ
は
、
ネ
ブ
カ
ド
ネ
ツ
ァ
ル
の
範
に
関
し
て
何
も
宣
告
す
る
こ
と
な
く
、
黙
っ
て
、
そ
の
場
か
ら
立
ち
猛
っ
た
。
な
ぜ
彼
は
去
っ

た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
明
ら
か
に
、
彼
が
事
情
を
分
か
っ
て
い
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
そ
の
場
で
相
応
し
き
急
雷
が
分
か
ら

な
か
っ
た
た
め
、
エ
レ
ミ
ヤ
は
敢
え
て
何
も
語
ら
ず
、
神
の
言
葉
に
聴
き
従
う
た
め
に
、
去
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
使
信
が
告
知
さ
れ
た

後
で
、
彼
は
戻
っ
て
、
ハ
ナ
ン
ヤ
に
預
言
の
内
容
を
語
っ
た
。
預
言
者
は
、
そ
の
状
況
に
応
じ
て
、
そ
の
都
度
、
新
た
に
神
の
言
葉
を
預
か

る
事
が
求
め
ら
れ
る
の
で
あ
り
、
真
の
預
言
者
は
、
自
ら
の
思
い
込
み
か
ら
預
言
を
す
る
こ
と
は
な
い
。

　
ブ
！
バ
ー
に
よ
れ
ぽ
偽
り
の
預
言
者
と
は
、
自
分
自
身
と
民
と
の
共
通
の
願
望
や
衝
動
か
ら
生
ま
れ
る
幻
想
を
語
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
人

を
迷
わ
し
、
大
切
な
こ
と
を
忘
れ
さ
せ
る
人
物
の
こ
と
で
あ
る
。
彼
ら
は
そ
れ
ら
の
願
望
に
従
っ
て
、
歴
史
的
現
実
か
ら
一
断
片
を
は
ぎ
取

り
、
そ
れ
を
色
の
付
い
た
幻
想
の
中
へ
織
り
込
む
。
す
な
わ
ち
偽
り
の
預
言
者
は
「
民
が
最
も
望
ん
で
い
る
願
望
を
満
た
す
た
め
の
発
言
を

す
る
人
物
」
で
あ
っ
た
。
彼
ら
の
多
く
は
立
派
な
愛
国
者
で
あ
り
、
自
ら
が
強
く
信
じ
て
い
た
こ
と
を
藷
っ
て
い
た
に
す
ぎ
な
い
。
そ
れ
が

エ
レ
ミ
ヤ
の
時
代
に
お
い
て
は
「
バ
ビ
ロ
ニ
ア
の
範
を
神
が
打
ち
砕
く
」
と
煽
動
し
た
ハ
ナ
ソ
ヤ
の
言
葉
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
結
果
と
し
て

彼
ら
は
夢
想
を
夢
み
（
エ
レ
ミ
や
書
二
三
・
二
五
一
二
七
）
、
彼
ら
の
心
に
あ
る
ま
っ
た
く
の
虚
像
（
エ
レ
ミ
や
書
二
三
・
二
六
）
を
告
知
し

て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
（
○
や
お
q
）
。
エ
レ
ミ
ヤ
の
預
言
は
、
後
の
時
代
に
な
っ
て
初
め
て
正
し
か
っ
た
こ
と
が
判
明
し
た
の
で
あ
る
が
、

ゼ
デ
キ
ア
王
の
時
代
に
お
い
て
、
民
は
ハ
ナ
ン
ヤ
と
エ
レ
ミ
ヤ
の
ど
ち
ら
の
発
言
が
真
実
で
、
ど
ち
ら
が
神
に
よ
っ
て
遣
わ
さ
れ
た
真
の
預

ブ
ー
パ
ー
に
お
け
る
汝
と
し
て
の
聖
書
言
語
（
一
）

三
三
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言
者
な
の
か
、
そ
の
判
断
は
難
し
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
特
に
ハ
ナ
ン
ヤ
の
煽
動
は
、
イ
ザ
ヤ
を
引
用
し
た
内
容
だ
っ
た
た
め
、
実
に
説
得
力

を
持
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
神
の
使
信
を
あ
り
の
ま
ま
に
告
知
す
る
人
物
よ
り
も
、
民
が
「
願
っ
て
い
る
こ
と
」
を
告
知
す
る
人
物

の
方
が
、
当
然
、
伝
達
さ
れ
る
共
同
体
の
成
員
に
と
っ
て
は
魅
力
的
に
映
っ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。

　
こ
の
よ
う
に
聖
書
テ
ク
ス
ト
そ
れ
自
体
が
、
既
に
「
神
に
遣
わ
さ
れ
て
い
な
い
偽
り
の
預
言
者
」
に
よ
っ
て
、
誤
っ
て
伝
達
さ
れ
て
い
る

可
能
性
が
あ
る
。
と
こ
ろ
が
神
に
よ
っ
て
遣
お
さ
れ
た
預
言
者
で
あ
っ
て
も
、
常
に
精
確
に
告
知
で
き
る
と
は
限
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
預

言
者
と
は
、
神
の
使
信
を
人
間
の
言
語
へ
と
置
き
換
え
る
「
最
初
の
翻
訳
者
」
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
預
言
が
告
知
さ
れ
る
時
点
で
既
に
、

オ
リ
ジ
ナ
ル
の
神
的
な
声
は
入
間
の
言
語
を
介
し
て
伝
達
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
ブ
ー
バ
ー
は
以
下
に
取
り
上
げ
る
よ
う
に
、
た
と
え
真
の
預

言
者
で
あ
っ
て
も
、
神
の
使
信
を
「
誤
解
」
す
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
を
、
サ
ム
エ
ル
を
例
に
論
じ
て
い
る
。

四
　
預
言
者
の
誤
解
と
読
み
手
の
信
仰
（
サ
ム
エ
ル
真
上
一
五
章
解
釈
よ
り
）

　
『
サ
ム
エ
ル
と
ア
ガ
ク
』
（
｝
九
六
〇
）
の
中
で
、
ブ
ー
バ
ー
は
、
預
言
者
の
「
誤
解
可
能
性
」
を
問
題
と
す
る
。
彼
は
、
と
あ
る
ユ
ダ

ヤ
人
、
自
ら
の
生
の
様
式
を
一
切
敬
慶
な
伝
統
に
従
わ
せ
る
律
法
に
忠
実
な
ユ
ダ
ヤ
人
と
対
話
す
る
機
会
を
も
っ
た
。
話
の
主
題
は
、
サ
ウ

ル
王
が
外
敵
で
あ
る
ア
マ
レ
ク
人
の
王
ア
ガ
ク
を
殺
さ
ず
に
見
逃
し
た
と
い
う
理
由
で
、
預
言
者
サ
ム
エ
ル
が
「
サ
ウ
ル
の
王
国
支
配
は
奪

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）

い
玄
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
」
と
い
う
神
の
知
ら
せ
を
伝
え
た
と
い
う
サ
ム
エ
ル
寵
上
一
五
章
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
そ
の
議
論
の
中
で
、
両
者
は

決
定
的
に
異
な
る
理
解
を
も
っ
て
テ
ク
ス
ト
を
読
ん
で
い
た
の
で
あ
る
。

　
こ
の
律
法
に
忠
実
な
男
は
、
聖
書
テ
ク
ス
ト
に
お
い
て
書
か
れ
た
内
容
を
、
字
義
通
り
に
理
解
し
た
。
つ
ま
り
神
が
異
教
徒
の
王
ア
ガ
ク

を
殺
す
よ
う
命
じ
た
こ
と
を
、
疑
い
な
く
信
じ
た
。
他
方
、
ブ
！
バ
ー
は
、
彼
に
対
し
て
「
こ
れ
が
神
の
使
信
で
あ
る
と
、
私
は
決
し
て
信

じ
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
…
…
私
は
サ
ム
エ
ル
が
神
を
誤
解
し
た
の
だ
と
信
じ
ま
す
」
（
》
男
b
。
刈
）
と
述
べ
た
。
つ
ま
り
ブ
ー
バ

ー
は
、
聖
書
テ
ク
ス
ト
を
字
義
通
り
に
受
け
取
る
こ
と
を
否
定
し
た
の
で
あ
る
。
後
に
な
っ
て
ブ
ー
バ
ー
は
こ
の
対
話
に
つ
い
て
振
り
返
っ



て
い
る
。

　
　
人
間
は
、
神
が
人
間
に
語
る
こ
と
を
理
解
で
き
る
よ
う
創
造
さ
れ
て
い
る
が
、
理
解
せ
ね
ぽ
な
ら
ぬ
よ
う
に
創
造
さ
れ
て
い
る
訳
で
は

　
　
な
い
。
神
は
被
造
物
で
あ
る
人
間
を
困
難
や
不
安
に
委
ね
る
こ
と
は
な
い
。
神
は
自
ら
の
言
葉
で
人
を
助
け
る
。
神
は
人
に
語
り
か
け

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
る
。
神
は
自
ら
の
雷
葉
を
人
に
語
る
。
だ
が
人
間
は
語
ら
れ
た
こ
と
を
忠
実
な
耳
で
傾
聴
せ
ず
、
聞
く
際
に
、
天
上
の
掟
と
地
上
の
規

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
則
を
、
即
ち
存
在
者
の
啓
示
と
、
人
聞
自
ら
が
整
え
る
方
向
付
け
を
互
い
に
混
同
し
て
し
ま
う
。
こ
の
事
実
か
ら
は
人
類
の
持
つ
諸
聖

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
典
す
ら
も
ま
ぬ
が
れ
得
な
い
の
で
あ
っ
て
、
聖
書
も
ま
た
そ
う
な
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
結
局
、
聖
書
の
歴
史
物
語
に
現
れ
る
こ
の
人
物
、

　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
あ
の
人
物
が
神
を
誤
解
し
た
と
い
う
問
題
で
は
な
く
、
“
旧
約
聖
書
”
の
テ
ク
ス
ト
が
そ
れ
に
よ
っ
て
成
立
し
た
話
す
声
と
書
き
記
す

　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
筆
の
わ
ざ
の
中
で
、
く
り
返
し
く
り
返
し
、
理
解
に
誤
解
が
つ
き
ま
と
っ
た
こ
と
、
作
ら
れ
た
も
の
と
受
け
入
れ
ら
れ
た
も
の
が
混
同

　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
さ
れ
て
し
ま
っ
た
こ
と
、
そ
れ
が
重
大
な
の
で
あ
る
。
…
…
サ
ウ
ル
が
彼
の
敵
を
殺
さ
な
か
っ
た
理
由
で
、
サ
ウ
ル
を
罰
し
給
う
よ
う

　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
な
神
を
私
に
信
ぜ
し
め
う
る
よ
う
な
理
由
は
何
一
つ
な
い
（
》
節
さ
。
。
。
、
傍
点
は
引
用
者
に
よ
る
）
。

　
こ
の
よ
う
に
ブ
ー
バ
ー
は
、
預
言
者
サ
ム
エ
ル
の
誤
解
を
下
に
、
神
の
掟
と
人
間
の
規
則
と
の
混
同
、
神
の
声
と
そ
れ
を
起
こ
す
人
間
の

筆
と
の
食
い
違
い
、
受
け
入
れ
ら
れ
た
声
と
作
ら
れ
た
テ
ク
ス
ト
と
の
ず
れ
か
ら
、
誤
解
が
生
じ
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
を
論
じ
て
い
る
。

で
は
預
言
者
の
告
知
し
た
言
葉
の
中
に
、
既
に
誤
解
が
含
ま
れ
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
の
な
ら
ば
、
当
時
の
イ
ス
ラ
エ
ル
の
民
や
わ
れ
わ
れ

読
み
手
は
、
何
を
基
準
に
言
葉
の
真
偽
を
確
認
す
る
事
が
で
き
よ
う
か
。
聖
書
テ
ク
ス
ト
に
書
か
れ
た
神
の
指
示
の
中
で
、
ど
れ
が
正
し
く
、

ど
れ
が
誤
っ
て
伝
え
ら
れ
た
も
の
な
の
か
。
そ
の
基
準
に
関
し
て
ブ
ー
バ
！
は
、
サ
ム
エ
ル
の
預
言
は
誤
解
に
基
づ
く
と
「
信
じ
ら
れ
る
」

と
述
べ
、
読
み
手
か
ら
テ
ク
ス
ト
へ
と
奉
仕
す
る
文
脈
の
中
で
、
言
葉
を
捉
え
よ
う
と
試
み
る
。
そ
れ
は
彼
が
、
聖
書
の
言
葉
を
客
観
的
で

不
変
的
な
る
も
の
で
は
な
く
、
時
代
や
状
況
に
よ
っ
て
変
化
し
う
る
も
の
と
考
え
て
い
た
た
め
で
あ
る
。
先
ほ
ど
の
噌
サ
ム
エ
ル
と
ア
ガ

ク
』
か
ら
の
引
用
に
続
く
部
分
で
、
ブ
ー
バ
ー
は
次
の
よ
う
に
論
じ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

　
　
わ
れ
わ
れ
は
両
者
（
理
解
と
誤
解
）
を
分
離
、
区
別
す
る
い
か
な
る
客
観
的
基
準
も
持
ち
合
わ
せ
な
い
。
わ
れ
わ
れ
は
一
も
し
持
つ

ブ
ー
バ
ー
に
お
け
る
汝
と
し
て
の
聖
書
言
語
（
一
）

三
五
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三
六

　
　
て
い
る
と
す
れ
ぽ
一
た
だ
信
仰
（
○
冨
¢
σ
Φ
）
を
持
つ
の
み
で
あ
る
（
》
即
“
。
。
。
）
。

　
ブ
ー
パ
ー
は
わ
れ
わ
れ
は
た
だ
「
儒
仰
」
を
持
ち
う
る
の
み
で
あ
る
と
主
張
す
る
。
『
サ
ム
エ
ル
と
ア
ガ
ク
臨
は
二
頁
程
の
小
論
文
で
あ

る
が
、
こ
こ
で
ブ
！
バ
ー
は
動
詞
「
ひ
q
訂
二
げ
①
⇒
」
と
名
詞
「
○
四
二
σ
①
」
を
、
併
せ
て
一
二
團
用
い
て
い
る
。
こ
こ
に
お
い
て
焦
点
と
な
る
主

題
は
「
理
解
と
誤
解
」
で
あ
り
、
プ
ー
バ
ー
は
両
者
の
隔
た
り
を
埋
め
る
も
の
と
し
て
、
信
仰
を
も
っ
て
言
葉
に
関
わ
る
こ
と
を
提
案
し
て

い
る
。
そ
れ
で
は
そ
の
「
信
仰
」
と
は
、
読
み
手
の
主
観
性
の
よ
う
な
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
否
、
そ
う
で
は
無
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る

（
次
節
で
の
議
論
を
先
取
り
す
る
な
ら
ば
、
信
仰
は
受
容
的
態
度
を
通
し
た
半
髪
葉
に
対
す
る
責
任
で
あ
る
）
。
な
ぜ
な
ら
ブ
ー
バ
ー
は
、
読
者
が

虫
導
と
な
っ
て
恣
意
的
に
解
釈
す
る
こ
と
を
も
最
も
退
け
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
彼
は
徹
頭
徹
尾
、
オ
リ
ジ
ナ
ル
な
る
神
の
崇
信
が
テ
ク
ス

ト
に
存
す
る
こ
と
を
理
由
に
、
そ
れ
に
向
き
合
い
、
そ
こ
へ
と
歩
み
寄
る
姿
勢
を
求
め
る
。
と
い
う
の
も
ヘ
ブ
ラ
イ
語
で
信
仰
を
意
味
す
る

エ
ム
ナ
！
（
国
∋
二
昌
Q
）
は
、
ギ
リ
シ
ア
語
化
さ
れ
た
ピ
ス
テ
ィ
ス
の
よ
う
に
「
真
で
あ
る
と
認
め
る
信
仰
」
で
は
な
く
、
む
し
ろ
「
神
性

と
の
根
源
的
関
係
か
ら
流
れ
出
る
直
接
的
な
信
頼
」
で
あ
る
か
ら
だ
（
N
ρ
①
①
。
。
）
。
ブ
ー
バ
ー
は
、
キ
リ
ス
ト
教
と
ユ
ダ
ヤ
教
と
の
信
仰
理

解
を
比
較
し
た
『
信
仰
の
二
類
型
』
（
一
九
五
〇
）
の
中
で
、
「
個
人
は
隅
信
じ
臨
ね
ば
な
ら
な
い
。
よ
り
正
し
く
言
う
な
ら
ぽ
、
信
頼
せ
ね

ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
」
（
①
O
駅
）
と
述
べ
、
「
信
頼
」
と
し
て
の
信
仰
理
解
を
提
示
す
る
。
同
様
に
『
ユ
ダ
ヤ
教
の
信
仰
』
（
一
九
二
八
）

に
お
い
て
も
、
次
に
引
用
す
る
よ
う
に
、
信
仰
は
信
頼
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
た
。

　
　
吉
開
と
は
、
そ
れ
を
何
か
で
説
明
で
き
る
も
の
で
は
な
く
、
ま
た
思
い
込
み
と
認
識
と
が
奇
妙
に
混
ざ
っ
た
形
で
も
な
い
。
む
し
ろ
信

　
　
仰
と
は
、
与
格
と
共
に
成
り
立
つ
も
の
で
あ
り
、
信
頼
（
＜
①
嵩
舜
器
嵩
）
や
誠
実
さ
（
↓
冨
琶
）
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
（
鴇
8
囲
。
。
。
。
）
。

　
こ
の
「
説
明
、
思
い
込
み
、
認
識
が
混
ざ
っ
た
形
」
と
は
偽
り
の
預
言
者
の
特
徴
を
表
し
て
い
る
。
彼
ら
は
こ
う
い
っ
た
も
の
で
神
の
使

信
を
誤
解
し
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
す
る
僑
仰
が
「
与
格
と
共
に
」
と
い
う
表
現
に
よ
っ
て
語
ら
れ
る
点
は
興
味
深
い
。
『
我
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）

汝
臨
の
中
で
、
ブ
ー
バ
～
は
「
人
聞
存
在
の
生
は
、
目
的
語
を
と
る
他
動
詞
の
領
域
で
の
み
構
成
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
」
（
H
P
。
。
O
）
と

い
う
表
現
を
用
い
て
、
「
我
一
そ
れ
」
に
限
ら
な
い
人
間
の
生
を
論
じ
よ
う
と
し
て
い
る
。
こ
の
目
的
語
を
「
対
格
と
し
て
」
と
る
領
域
が



三
一
そ
れ
で
あ
る
な
ら
ば
、
ま
さ
に
「
与
格
と
共
に
成
り
立
つ
」
信
仰
は
、
汝
へ
と
向
き
合
い
、
汝
と
関
わ
る
「
我
－
汝
」
の
態
度
に
よ
っ

て
成
立
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
「
言
葉
」
を
「
汝
」
と
し
て
認
め
、
汝
に
関
わ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
信
頼
関
係
や
誠
実
さ
は
、
初

め
て
成
立
し
う
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
五
　
言
葉
の
歩
み
寄
り
と
応
答
す
る
責
任

　
た
だ
し
そ
の
信
頼
関
係
は
、
読
み
手
か
ら
テ
ク
ス
ト
へ
の
方
向
性
だ
け
で
完
結
す
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
が
ブ
ー
パ
ー
「
我
一
汝
」
哲

学
の
中
心
的
主
題
で
あ
る
こ
と
を
『
我
と
汝
』
『
語
ら
れ
た
言
葉
』
は
示
唆
し
て
い
る
。

　
　
語
ら
れ
た
蟹
走
は
、
聞
く
人
を
求
め
て
広
が
り
、
聞
く
入
を
掴
み
、
さ
ら
に
聞
く
人
自
身
を
、
た
と
え
た
だ
無
言
に
お
い
て
で
あ
ろ
う

　
　
と
も
、
」
人
の
語
り
手
に
す
る
（
U
零
憎
禽
。
。
）
。

　
　
受
け
入
れ
つ
つ
見
る
者
（
①
目
P
燭
歴
覧
郎
o
q
Φ
回
報
　
ω
0
7
P
⊆
⑦
づ
α
Φ
『
）
に
対
し
て
、
そ
れ
（
言
葉
）
は
身
体
的
に
向
こ
う
か
ら
歩
み
寄
っ
て
く
る
こ

　
　
と
が
可
能
で
あ
る
（
日
堵
。
。
恥
）
。

こ
こ
で
ブ
ー
バ
ー
が
主
張
す
る
点
は
、
前
節
で
は
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
「
言
葉
側
か
ら
の
働
き
か
け
」
と
「
読
み
手
の
受
け

入
れ
る
姿
勢
」
で
あ
る
。
冒
頭
で
取
り
上
げ
た
ブ
ー
バ
ー
研
究
者
の
二
人
も
、
同
様
に
こ
こ
に
焦
点
を
当
て
て
、
ブ
ー
バ
ー
聖
書
解
釈
学
を

理
解
し
て
い
る
。

　
　
我
－
汝
の
受
容
的
態
度
と
聖
書
テ
ク
ス
ト
と
の
対
話
に
付
随
す
る
希
望
が
、
ブ
ー
バ
：
聖
書
解
釈
学
に
お
い
て
中
心
的
な
要
素
で
あ
る

　
　
こ
と
は
確
実
で
あ
る
（
国
Φ
冨
①
ω
輩
b
。
）
。

　
　
こ
れ
は
テ
ク
ス
ト
の
語
ら
れ
た
も
の
へ
と
わ
れ
わ
れ
が
立
ち
帰
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
ブ
ー
バ
ー
は
テ
ク
ス
ト
を
、
聴
き
手
や
読

　
　
み
手
に
応
答
や
変
化
を
要
求
す
る
た
め
に
関
与
し
て
く
る
語
り
か
け
と
見
な
し
た
（
同
＝
日
照
P
Φ
①
）
。

　
前
者
（
ケ
プ
ネ
ス
）
の
興
味
深
い
点
は
、
「
読
み
手
の
受
容
的
態
度
」
に
あ
る
。
す
な
わ
ち
そ
れ
は
「
語
り
か
け
の
先
行
性
」
で
あ
る
。

　
　
　
　
ブ
ー
バ
ー
に
お
け
る
汝
と
し
て
の
聖
書
言
語
（
一
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
七
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（
1
7
）

つ
ま
り
わ
れ
わ
れ
に
向
か
っ
て
生
ず
る
兆
候
は
、
わ
れ
わ
れ
に
対
す
る
語
り
か
け
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
「
し
る
し
」
に
向
き
合
い
、

そ
れ
を
聴
き
取
る
こ
と
が
ブ
ー
バ
ー
の
求
め
る
「
真
の
信
仰
」
な
の
で
あ
る
（
N
ω
弘
。
。
ω
）
。
こ
の
よ
う
に
「
語
り
か
け
の
し
る
し
は
、
そ
の

都
度
生
じ
て
お
り
…
…
わ
れ
わ
れ
に
迫
っ
て
い
る
」
（
華
氏
．
）
の
で
あ
り
、
そ
れ
を
受
け
入
れ
、
し
る
し
と
出
会
う
と
こ
ろ
に
信
仰
は
存
す

る
。
と
こ
ろ
が
、
わ
れ
わ
れ
は
甲
冑
を
着
込
む
が
ご
と
く
身
を
閉
ざ
し
て
い
る
こ
と
が
多
々
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
語
り
か
け
の
し
る
し
に
気
づ

か
な
い
こ
と
は
、
ブ
ー
バ
～
が
『
対
話
輪
（
「
九
三
〇
）
の
中
で
、
中
心
的
に
議
論
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
わ
れ
わ
れ
に
求
め

ら
れ
る
こ
と
は
「
聖
書
の
　
鳥
獣
に
向
か
っ
て
、
自
ら
を
開
く
」
（
じ
ご
潟
H
O
。
。
Φ
）
こ
と
で
あ
り
、
ブ
ー
パ
ー
が
評
す
る
と
こ
ろ
の
「
聖
書
に
相

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
8
）

応
し
き
人
間
」
と
は
「
無
制
約
的
な
者
の
口
が
彼
に
命
ず
る
事
を
行
い
か
つ
聴
こ
う
と
欲
す
る
者
」
（
b
d
餌
一
〇
。
。
。
。
）
を
指
す
の
で
あ
る
。

　
次
に
後
者
（
イ
ル
マ
ン
）
は
、
「
応
答
や
変
化
を
要
求
す
る
語
り
か
け
」
と
述
べ
、
ブ
ー
バ
ー
の
理
解
す
る
応
答
要
求
を
取
り
上
げ
て
い

る
。
ブ
…
バ
ー
は
、
「
わ
れ
わ
れ
に
生
ず
る
も
の
に
対
し
て
、
わ
れ
わ
れ
が
見
、
聴
き
、
感
じ
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
に
対
し
て
ま
こ
と
に

応
答
す
る
（
⇔
簿
≦
o
簿
窪
）
と
こ
ろ
に
、
真
の
「
責
任
」
（
＜
の
錘
簿
≦
o
隣
§
ぴ
Q
）
が
あ
る
」
（
N
ρ
同
。
。
O
）
と
述
べ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
そ
れ
は

「
応
答
す
る
こ
と
の
責
任
性
」
で
あ
る
。

　
　
わ
れ
わ
れ
が
応
答
し
う
る
と
こ
ろ
の
言
語
が
あ
る
。
そ
れ
は
わ
れ
わ
れ
の
行
い
と
態
度
、
反
応
と
不
参
与
の
言
語
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の

　
　
応
答
の
全
体
性
を
、
わ
れ
わ
れ
は
本
来
的
な
意
味
に
お
い
て
、
責
任
と
呼
ぶ
こ
と
が
で
き
よ
う
（
芝
①
邑
ρ
。
。
c
。
｛
）
。

　
語
ら
れ
た
言
葉
側
の
「
聞
く
人
を
求
め
て
つ
か
も
う
と
す
る
」
働
き
と
、
読
み
手
妻
に
よ
る
語
り
か
け
の
し
る
し
に
対
し
て
「
応
答
す
る

責
任
性
」
と
が
合
致
し
て
こ
そ
、
ブ
ー
パ
ー
が
エ
ム
ナ
ー
と
し
て
理
解
し
た
両
者
の
「
直
接
的
な
信
頼
関
係
」
が
築
か
れ
る
と
事
え
よ
う
。

テ
ク
ス
ト
に
「
汝
」
と
し
て
向
き
合
い
、
語
り
か
け
に
対
す
る
受
容
的
態
度
を
通
し
て
、
言
葉
と
の
出
会
い
は
可
能
に
な
る
。
こ
れ
が
ブ
ー

バ
ー
「
我
i
汝
」
哲
学
に
お
け
る
「
関
わ
り
の
相
互
性
」
（
H
P
。
。
。
。
）
で
あ
る
。
そ
の
「
我
一
汝
」
の
関
わ
り
に
よ
っ
て
、
偽
り
の
預
奮
や
誤

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
9
）

解
を
突
破
し
、
根
源
的
な
神
の
使
信
と
出
会
い
う
る
、
と
ブ
ー
バ
ー
は
考
え
た
に
違
い
な
い
。



結
び
に
か
え
て
ー
ブ
ー
バ
！
聖
書
言
語
論
の
意
義

　
ブ
ー
バ
ー
は
、
自
ら
の
宗
教
哲
学
研
究
の
中
で
、
生
涯
を
通
じ
て
言
語
論
を
中
心
的
に
扱
っ
て
き
た
の
で
あ
る
が
、
聖
書
言
語
の
言
語
性

に
関
し
て
「
聖
書
の
雷
撃
の
下
で
は
、
言
葉
の
意
味
内
容
で
は
な
く
、
言
葉
そ
れ
自
体
が
、
理
解
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
」
（
b
d
蝉
ざ
。
。
O
）
と

述
べ
る
。
す
な
わ
ち
彼
は
、
単
に
そ
の
意
味
内
容
を
理
解
す
る
た
め
に
、
聖
書
の
無
漏
に
向
き
合
う
こ
と
を
望
ん
で
い
な
い
。
む
し
ろ
彼
は
、

聖
書
を
読
む
こ
と
を
通
し
て
、
言
葉
そ
れ
自
体
に
出
会
う
こ
と
を
意
図
し
て
い
た
。
そ
の
聖
書
の
言
葉
と
は
、
所
与
の
テ
ク
ス
ト
に
限
定
さ

れ
る
も
の
で
は
な
い
。
当
然
、
目
の
前
に
存
在
す
る
書
か
れ
た
文
字
も
一
つ
の
言
葉
で
あ
る
が
、
ブ
ー
パ
ー
は
聖
書
言
語
の
言
語
性
を
重
層

的
に
考
え
て
い
た
。
そ
れ
ら
は
耳
で
聞
く
言
葉
、
目
で
読
む
言
葉
、
解
釈
す
る
言
葉
な
ど
を
含
ん
で
お
り
、
聖
書
言
語
は
一
面
的
に
は
語
り

え
な
い
宗
教
言
語
の
代
表
例
と
言
え
よ
う
。
そ
の
中
で
も
ヘ
ブ
ラ
イ
語
聖
書
に
お
け
る
雷
葉
は
、
単
な
る
音
声
や
記
号
（
サ
イ
ン
）
で
は
な

く
、
物
事
を
実
現
す
る
力
を
内
包
し
て
い
る
。
聖
書
に
お
い
て
は
、
語
る
主
体
と
し
て
の
神
が
言
葉
を
発
し
、
そ
の
言
葉
に
よ
っ
て
、
あ
る

出
来
事
や
事
態
が
実
現
さ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
ヘ
ブ
ラ
イ
語
聖
書
で
は
「
彼
は
語
っ
た
、
す
る
と
そ
れ
は
起
こ
っ
た
」
（
詩
編
三
三
・
九
）
、

「
主
で
あ
る
わ
た
し
が
語
り
、
そ
し
て
行
う
」
（
エ
ゼ
キ
エ
ル
書
三
六
ニ
十
六
）
、
「
神
は
言
っ
た
『
光
あ
れ
』
、
こ
う
し
て
光
が
生
じ
た
」
（
創

世
記
一
・
二
）
と
語
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
神
の
言
葉
は
、
物
事
の
動
作
、
作
用
、
生
成
と
結
び
つ
き
、
そ
の
都
度
起
こ
る
事
柄
を
示
し
て

い
る
（
水
垣
、
二
〇
）
。
そ
し
て
ブ
ー
バ
！
が
『
偽
り
の
預
言
者
』
に
お
い
て
、
危
惧
し
た
点
も
こ
こ
に
あ
っ
た
。

　
　
歴
史
は
出
来
事
で
あ
る
。
そ
れ
は
一
つ
の
時
代
が
他
の
時
代
と
同
様
で
は
な
い
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
神
は
歴
史
の
中
で
行
動
す
る

　
　
が
、
そ
れ
は
一
度
ぜ
ん
ま
い
が
巻
か
れ
た
ら
そ
れ
が
止
ま
る
ま
で
ず
っ
と
規
則
正
し
く
進
行
す
る
よ
う
な
装
置
で
は
な
い
。
む
し
ろ
そ

　
　
れ
は
生
き
た
神
で
あ
る
。
…
…
神
は
そ
の
時
代
の
人
間
世
界
に
対
す
る
意
志
を
持
つ
（
閃
勺
O
＆
　
　
り
）
。

　
即
ち
、
ブ
ー
バ
ー
は
、
聖
書
テ
ク
ス
ト
を
字
義
通
り
に
受
け
入
れ
る
客
観
性
を
重
視
す
る
道
を
進
む
こ
と
は
な
く
、
ま
た
聖
書
テ
ク
ス
ト

を
読
み
季
主
導
で
解
釈
す
る
と
い
う
主
観
性
を
重
視
す
る
道
を
進
む
こ
と
も
な
い
。
そ
れ
は
ヘ
ブ
ラ
イ
語
聖
書
に
お
け
る
「
書
か
れ
た
産
物

ブ
ー
バ
ー
に
お
け
る
汝
と
し
て
の
聖
書
言
語
（
一
）

三
九
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○

と
し
て
の
テ
ク
ス
ト
」
の
信
冷
性
を
不
確
か
な
も
の
と
考
え
る
、
ブ
ー
バ
ー
の
独
自
性
で
あ
る
。
ブ
ー
バ
ー
に
と
っ
て
聖
書
言
語
と
は
、
神

の
意
志
を
含
む
も
の
で
あ
り
、
時
代
の
流
れ
に
応
じ
て
変
化
生
成
す
る
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
れ
は
言
葉
が
生
き
た
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ

で
ブ
ー
バ
ー
は
、
神
の
使
信
と
い
う
聖
書
聖
書
に
含
ま
れ
る
オ
リ
ジ
ナ
ル
や
根
源
へ
の
遡
及
を
強
く
要
求
す
る
。
彼
に
と
っ
て
眼
前
に
あ
る

聖
書
テ
ク
ス
ト
は
、
そ
こ
へ
と
到
る
た
め
の
手
段
で
あ
っ
て
、
国
的
で
は
な
い
。
如
何
に
し
て
「
語
ら
れ
た
言
葉
」
と
出
会
い
う
る
か
、
こ

れ
が
ブ
；
バ
ー
に
と
っ
て
の
最
重
要
課
題
で
あ
っ
た
。
だ
か
ら
こ
そ
彼
は
、
聖
書
本
文
を
口
ず
さ
む
こ
と
に
よ
っ
て
、
潜
在
的
な
言
葉
か
ら

の
語
り
か
け
と
、
そ
れ
に
向
き
合
い
そ
れ
を
受
け
入
れ
る
責
任
を
果
た
す
読
み
手
と
の
「
我
－
汝
」
関
係
に
よ
っ
て
、
こ
の
課
題
に
取
り
組

ん
だ
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
テ
ク
ス
ト
が
鼠
講
さ
れ
る
只
中
で
、
「
可
能
態
で
あ
っ
た
聖
書
テ
ク
ス
ト
」
か
ら
、
「
現
実
態
と
し
て
の
神
の
使

信
」
が
、
「
生
起
す
る
」
た
め
で
あ
る
。
ま
さ
に
こ
れ
は
読
み
手
と
語
ら
れ
た
言
葉
と
の
信
頼
関
係
を
通
し
て
、
書
か
れ
た
テ
ク
ス
ト
に
含

ま
れ
る
偽
り
の
預
言
と
誤
解
を
乗
り
越
え
よ
う
と
す
る
、
ブ
ー
バ
ー
の
試
み
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
本
論
考
に
お
い
て
残
さ
れ
た
課
題
は
、
読
み
手
が
欝
葉
へ
と
歩
み
寄
る
た
め
の
媒
介
と
な
る
「
聖
書
テ
ク
ス
ト
の
翻
訳
」
で
あ
る
。
こ
れ

に
関
し
て
は
「
ブ
ー
バ
…
に
お
け
る
汝
と
し
て
の
聖
書
雷
語
（
二
）
一
翻
訳
を
通
し
た
言
葉
と
の
出
会
い
一
」
と
し
て
、
次
の
機
会
に
考
察

し
た
い
（
ニ
へ
続
く
）
。
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二

6
鉱
ヨ
。
づ
ω
冨
ヨ
夕
影
げ
罫
．
．
義
母
け
ヨ
ご
d
魯
①
残
ω
譲
麸
ω
o
鴎
H
簿
①
6
お
鉱
欝
ぴ
q
窪
①
b
ご
ま
囲
①
、
．
”
貯
智
袋
ミ
ミ
ミ
鳶
ミ
窓
の
ミ
職
帖
跨
恥
N
謹
．
や
一
㊤
♂
■

小
野
文
生
「
マ
ル
チ
ィ
ソ
・
ブ
！
バ
ー
の
聖
書
解
釈
に
お
け
る
〈
声
〉
の
形
態
学
一
「
か
た
ち
な
き
も
の
の
か
た
ち
」
へ
の
問
い
に
つ
い
て
」
『
一
神
教
学
際

　
研
究
騙
第
六
号
、
　
凹
凹
世
心
社
大
学
一
神
教
一
学
際
研
究
セ
ン
タ
ー
、
　
二
〇
一
　
一
。

小
野
文
生
「
共
生
の
断
層
を
観
る
た
め
に
一
双
極
性
、
比
喩
、
翻
訳
一
」
隅
京
都
ユ
ダ
ヤ
思
想
』
第
二
号
、
窟
都
ユ
ダ
ヤ
思
想
学
会
、
二
〇
一
二
。

水
垣
渉
「
キ
リ
ス
ト
教
と
聖
書
的
伝
統
」
『
出
会
い
馳
五
九
号
、
N
C
C
宗
教
研
究
所
、
二
〇
一
一
。

　
　
注

（
1
）
　
第
二
の
ブ
ー
バ
ー
聖
書
解
釈
学
原
理
に
関
し
て
、
イ
ル
マ
ン
は
「
神
が
世
界
の
唯
一
の
統
治
者
と
見
な
さ
れ
、
人
類
に
は
地
上
に
神
の
支
配
を
設
立

　
す
る
た
め
の
課
題
が
あ
る
こ
と
を
、
彼
の
対
話
型
思
考
方
法
の
中
で
『
実
現
晒
す
る
こ
と
」
（
H
嵩
ヨ
弩
”
。
。
。
。
）
と
述
べ
、
こ
れ
は
古
代
イ
ス
ラ
エ
ル
共
岡

体
の
ア
イ
デ
ア
を
適
用
さ
せ
る
も
の
で
「
神
学
政
治
的
扁
原
理
で
あ
る
と
呼
ん
で
い
る
。
ブ
ー
バ
ー
に
よ
る
「
神
を
唯
一
の
統
治
者
と
し
て
考
え
る
神
学

　
的
政
治
」
の
議
論
に
つ
い
て
は
次
の
拙
稿
を
参
照
。
↓
o
ω
姦
㌶
「
o
属
。
艶
（
鋤
≦
斜
．
、
○
隠
9
Φ
ω
蒔
語
順
。
山
郎
8
0
胤
↓
ぽ
①
o
o
毒
。
冠
（
】
）
耽
Φ
蟹
田
巳
Φ
◎
団
O
o
魁
）
貯

　
§
①
昏
〇
二
ぴ
q
霧
。
騰
　
≦
p
。
a
轟
じ
d
難
び
Φ
盗
ぎ
§
恥
ミ
壽
題
同
色
ミ
O
ミ
餌
巳
¢
8
営
9
ゆ
諺
ω
o
武
勲
6
ぴ
。
轟
露
鋤
ω
ω
①
2
ぎ
ご
d
§
①
筏
ω
ぎ
8
愚
圏
⑦
欝
二
8
0
津
冨

　
ゆ
o
o
評
。
五
畿
綾
①
険
、
－
扇
ミ
O
沁
し
。
賃
轟
一
〇
職
3
0
ぎ
紳
①
a
凶
ω
o
覧
ぎ
鋤
蔓
ω
ε
身
。
琉
　
≦
0
8
昏
Φ
圃
ω
鉱
。
屠
Φ
凱
ひ
q
δ
コ
ω
－
Ω
ω
ζ
○
拶
U
o
ω
三
ω
冨
q
三
く
曾
ω
凶
蔓
℃

　
＜
o
一
．
9
Q
。
甲
認
噌
b
。
O
躍
．

（
2
）
　
ブ
ー
バ
ー
の
言
語
に
対
す
る
人
文
学
的
解
釈
は
、
ジ
ャ
ッ
ク
・
デ
リ
ダ
が
『
グ
ラ
マ
ト
ロ
ジ
ー
に
つ
い
て
舳
（
一
九
六
七
）
に
お
い
て
論
じ
た
ボ
ス

　
ト
購
造
主
義
者
の
理
論
と
は
、
全
く
相
反
す
る
も
の
で
あ
る
。
デ
リ
ダ
は
、
ソ
シ
ュ
ー
ル
の
徹
底
的
解
釈
に
よ
っ
て
、
発
話
に
対
す
る
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル

　
の
優
位
を
、
ラ
ソ
グ
に
対
す
る
パ
ロ
ー
ル
の
優
位
を
、
指
示
対
象
に
対
す
る
象
徴
の
優
位
を
確
立
し
た
（
ド
①
竃
①
ρ
①
さ
。
）
。

（
3
）
　
ケ
プ
ネ
ス
は
、
隅
我
と
汝
臨
（
H
P
　
。
。
鮒
　
置
刈
）
に
お
い
て
論
じ
ら
れ
る
、
関
係
を
築
き
う
る
「
汝
」
の
三
領
域
「
自
然
」
「
人
間
」
「
精
神
的
実
在
」

　
（
ひ
q
Φ
凶
ω
轟
⑦
≦
①
ω
①
忌
Φ
淳
）
に
お
け
る
三
つ
欝
の
領
域
を
、
「
神
に
よ
っ
て
人
類
に
語
り
か
け
ら
れ
る
言
葉
、
聖
書
の
書
か
れ
た
雷
葉
、
解
釈
の
誉
葉
な

　
ど
、
言
葉
が
媒
介
と
な
り
表
出
し
て
い
る
領
域
」
（
禁
の
℃
器
。
。
－
島
）
と
解
釈
し
た
。
こ
の
糟
神
的
実
在
と
は
、
自
然
や
人
間
に
比
べ
て
、
理
解
し
に
く
い

領
域
で
あ
る
が
、
ケ
プ
ネ
ス
は
「
零
葉
や
精
神
が
生
起
す
る
領
域
」
と
考
え
た
。
聖
書
に
お
い
て
は
、
轡
か
れ
た
壮
語
を
媒
介
と
し
て
、
「
精
神
的
実
在
」

　
と
し
て
生
起
す
る
雷
葉
（
神
の
音
信
）
と
、
わ
れ
わ
れ
が
「
我
…
汝
」
の
関
わ
り
を
通
し
て
幽
会
う
、
と
雷
い
う
る
で
あ
ろ
う
。

（
4
）
　
主
は
モ
ー
セ
に
言
っ
た
「
こ
れ
を
記
念
に
書
物
に
書
き
記
し
、
ヨ
シ
ュ
ア
の
耳
に
言
い
聞
か
せ
な
さ
い
偏
。



（
5
）
　
彼
（
モ
ー
セ
）
は
契
約
の
書
を
取
り
、
民
の
耳
に
読
み
上
げ
た
。

（
6
）
　
「
聴
く
と
い
う
の
は
、
語
る
相
手
が
居
て
そ
の
前
に
自
分
も
立
っ
て
傾
聴
す
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
読
む
の
は
本
さ
え
在
れ
ば
い
つ
で
も
ど
こ
で
も

　
で
き
ま
す
が
、
聴
く
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
話
し
て
く
れ
る
、
ま
た
朗
読
し
て
く
れ
る
相
手
が
い
る
時
と
所
に
お
い
て
で
す
」
（
水
垣
、
一
八
）
。

（
7
）
　
そ
れ
に
関
し
て
、
小
野
は
次
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
。
「
た
ん
に
ユ
ダ
ヤ
教
の
伝
統
の
「
朗
調
」
を
意
味
す
る
だ
け
で
な
く
、
む
し
ろ
テ
ク
ス
ト
の

　
ど
ん
な
些
細
な
部
分
に
も
神
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
刻
ま
れ
て
い
る
も
の
と
し
て
聖
書
に
向
き
合
い
、
そ
の
テ
ク
ス
ト
か
ら
〈
声
〉
を
聴
取
す
る
こ
と
を
意
味

　
し
て
い
る
」
（
小
野
、
二
〇
一
一
、
二
〇
）
。

（
8
）
　
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
は
、
師
匠
の
ア
ソ
プ
ロ
シ
ウ
ス
が
「
読
書
し
て
い
た
時
に
は
、
そ
の
目
は
ペ
ー
ジ
を
追
い
、
心
は
意
味
を
探
っ
て
い
た
が
、
声

　
と
香
は
休
ん
で
い
た
」
と
言
っ
て
い
る
が
、
黙
読
は
誰
に
で
も
で
き
る
こ
と
で
は
な
か
っ
た
。
洋
の
東
西
を
問
わ
ず
古
代
や
中
世
で
は
、
印
刷
技
術
が
発

達
し
て
お
ら
ず
、
識
字
率
が
低
か
っ
た
。
従
っ
て
聖
書
は
一
般
の
信
者
が
手
に
取
り
目
で
追
う
書
物
で
は
な
く
、
会
堂
に
お
い
て
朗
読
さ
れ
、
そ
れ
を
耳

　
で
聴
く
言
葉
で
あ
っ
た
（
水
垣
、
｝
七
）
。

（
9
）
　
「
ブ
ー
バ
ー
は
、
ヘ
ブ
ラ
イ
語
聖
書
『
原
典
』
さ
え
も
、
す
で
に
一
つ
の
『
翻
訳
』
な
の
だ
と
い
う
理
解
を
示
し
て
い
た
節
が
あ
り
ま
す
」
（
小
野
、

　
二
〇
一
二
、
ご
一
五
）
。

（
1
0
）
　
他
に
「
老
人
は
幻
を
見
、
若
者
は
夢
を
見
る
」
（
禽
鳥
ル
書
三
・
こ
と
い
う
表
現
も
あ
る
。

（
1
1
）
　
「
主
は
言
っ
た
『
行
け
。
粗
布
を
あ
な
た
の
腰
か
ら
解
き
、
あ
な
た
の
履
き
物
を
あ
な
た
の
足
か
ら
脱
げ
廓
。
彼
（
イ
ザ
ヤ
）
は
そ
の
よ
う
に
し
、
裸
、

裸
足
で
歩
い
た
」
（
イ
ザ
ヤ
書
二
〇
・
ニ
ー
三
）
。
ア
ッ
シ
リ
ア
の
王
が
、
エ
ジ
プ
ト
の
捕
虜
や
ク
シ
ュ
の
捕
部
民
を
、
裸
・
裸
足
で
連
れ
去
る
と
い
う
徴

　
と
し
て
、
ま
た
前
兆
と
し
て
、
神
は
イ
ザ
ヤ
に
こ
の
よ
う
な
格
好
で
三
年
間
歩
く
よ
う
命
じ
た
。

（
1
2
）
　
ヨ
シ
や
王
は
、
エ
レ
ミ
ヤ
が
初
期
に
預
言
活
動
を
行
っ
て
い
た
際
の
、
ユ
ダ
国
王
で
あ
る
。
本
論
で
、
偽
り
の
預
言
者
ハ
ナ
ソ
ヤ
が
民
を
煽
動
し
て

　
い
た
時
期
は
、
第
一
期
バ
ピ
ロ
ソ
捕
囚
（
前
五
九
七
）
後
に
あ
た
る
。
そ
の
時
期
、
ユ
ダ
国
で
は
最
後
の
国
王
ゼ
デ
キ
ア
が
統
治
し
て
い
た
。

（
1
3
）
　
こ
の
よ
う
な
状
況
か
ら
、
ま
た
そ
の
状
況
の
故
に
、
エ
レ
ミ
ヤ
は
次
の
よ
う
な
要
求
を
発
し
た
。
そ
れ
は
、
今
は
運
命
（
エ
レ
ミ
や
書
＝
二
・
二

　
五
）
を
受
け
入
れ
、
そ
の
究
極
的
な
意
味
に
お
い
て
完
全
な
転
向
（
¢
旨
犀
①
畔
）
に
よ
っ
て
運
命
を
成
就
す
る
こ
と
、
即
ち
あ
え
て
バ
ビ
ロ
ニ
ア
の
輻
を

自
ら
取
り
、
不
自
由
の
中
で
こ
そ
新
た
な
自
由
、
真
の
自
由
が
も
た
ら
さ
れ
る
と
い
う
要
求
で
あ
る
。
そ
し
て
エ
レ
ミ
ヤ
は
、
大
惨
事
で
あ
る
と
こ
ろ
の

馬
上
が
始
ま
っ
た
後
で
、
変
わ
り
つ
つ
あ
る
一
族
自
身
に
、
き
っ
と
七
〇
月
後
に
は
彼
ら
の
首
か
ら
バ
ビ
ロ
ニ
ア
の
範
が
外
れ
打
ち
砕
か
れ
る
で
あ
ろ
う

　
と
約
束
し
た
（
エ
レ
ミ
や
書
二
五
・
＝
一
）
。
結
果
と
し
て
、
そ
れ
は
真
実
に
な
っ
た
。
と
こ
ろ
が
ハ
ナ
ン
ヤ
は
、
現
在
は
破
滅
へ
到
る
選
択
肢
し
か
の

ブ
ー
バ
ー
に
お
け
る
汝
と
し
て
の
聖
書
言
謡
（
一
）

四
三
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こ
さ
れ
て
い
な
い
が
、
将
来
的
に
は
希
望
が
あ
り
う
る
事
に
つ
い
て
、
何
も
分
か
っ
て
い
な
か
っ
た
（
閃
挿
㊤
ミ
）
。

（
1
4
）
　
サ
ム
エ
ル
記
上
十
五
章
で
は
、
預
言
者
サ
ム
エ
ル
が
、
神
の
命
令
と
し
て
、
異
教
徒
で
あ
る
ア
マ
レ
ク
人
の
王
ア
ガ
ク
を
殺
す
よ
う
、
イ
ス
ラ
エ
ル

　
の
王
サ
ウ
ル
に
指
示
を
出
し
た
。
と
こ
ろ
が
サ
ウ
ル
王
は
、
サ
ム
エ
ル
の
預
言
に
従
わ
ず
、
ア
ガ
ク
の
命
を
見
逃
し
て
し
ま
う
。
そ
の
結
果
、
預
言
者
サ

　
ム
エ
ル
は
「
サ
ウ
ル
の
こ
の
振
る
舞
い
に
よ
っ
て
、
彼
の
王
国
支
配
は
蓉
い
表
ら
れ
る
」
と
い
う
神
の
知
ら
せ
を
サ
ウ
ル
に
伝
え
、
彼
か
ら
虫
る
。
そ
の

　
後
、
神
の
霊
は
サ
ウ
ル
王
か
ら
離
れ
、
そ
れ
以
降
サ
ウ
ル
は
悪
霊
に
取
り
悪
か
れ
、
苛
ま
れ
る
よ
う
に
な
る
。

（
1
5
）
　
括
弧
内
は
、
引
用
者
に
よ
る
。

（
1
6
）
ま
た
次
の
よ
う
に
も
言
わ
れ
る
。
「
人
間
は
、
永
遠
の
汝
を
『
そ
れ
臨
（
国
ω
）
と
し
て
考
慮
し
協
議
し
て
し
ま
う
が
、
神
の
名
は
聖
な
る
も
の
で
あ

　
り
、
そ
こ
に
お
い
て
は
神
に
『
つ
い
て
舳
（
＜
o
質
）
だ
け
で
は
な
く
、
む
し
ろ
神
に
『
へ
と
血
（
讐
）
語
ら
れ
る
の
で
あ
る
」
（
囲
U
”
お
。
。
、
二
重
鉤
括
弧
は

　
引
用
者
に
よ
る
）
。

（
1
7
）
　
「
聖
書
の
雷
葉
の
中
で
、
根
源
力
が
我
々
に
伝
え
ら
れ
る
」
（
b
d
頃
篇
O
。
。
㊤
）

（
1
8
）
　
こ
の
ブ
ー
バ
ー
の
衰
現
は
、
「
出
エ
ジ
プ
ト
記
二
照
・
七
」
の
衰
現
を
引
用
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

（
1
9
）
　
イ
ル
マ
ソ
は
「
聖
書
の
ほ
と
ん
ど
ど
の
部
分
も
、
神
と
人
間
性
と
の
対
話
と
し
て
解
釈
さ
れ
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
」
（
目
日
岡
鋤
P
¢
e
と
解
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
筆
者
　
ほ
り
か
わ
・
と
し
ひ
ろ
　
日
本
学
術
振
興
会
特
鋼
研
究
員
P
D
／
キ
リ
ス
ト
教
学
）



w2hrend　die　kGnservativee　Revolutionare　durch　den　1〈onservativen　Dviissbrauch

der　Geschichte　eine　uniformierte　Gemeinschaft　verfolgen．

　　　　　　　The　Biblical　Language　as　Thou

False　Prophecy　and　Misunderstanding　of　the　Prophets

　　　　　　　　　　　in　the　thought　of　MartiR　Buber

Toshihiro　HORII〈AWA

　JSPS　Research　Fellow

　　Buber’s　philosophy　of　dialogue　and　his　exegetical　worl〈s　on　the　Bible　are　both

based　upon　his　theory　of　linguistic　interpretation．　For　him，　biblical　language　is

composed　of　three　elements：　the　spoken　word，　the　written　word，　and　the　word　of

interpretation．　Tltese　are，　respectively，　the　voice　of　God，　the　text　of　the　Scripture，

and　the　language　of　translation．　This　is　the　linguistic　continuum　that　establishes

the　biblical　language　as　the　medium　between　the　reader　and　the　text’s　original

spol〈enness．　The　Bible　is　the　given　textthat　is　xvritten　in　human　language．　The

divine　instructions　can　also　be　transmitted　by　the　prophets．　They　traRsmit　the

divine　messages　through　their　visions　and　dreams　and　sometimes　through　their

own　allegories．　Buber　points　out　the　problem　of　false　prophecy　through　the

example　of　Jeremiak　28　and　the　misunderstanding　of　prophets　by　the　interpreta－

tion　of　1　Samuel　15．　To　overcome　these　obstacles，　Buber　explains　that　the　reader

must　penetrate　to　the　text’s　original　spokenness．　This　respoRsibility　is　the　real

response　to　the　address　of　God’s　voice．　lt　is　fulfilled　by　the　reader’s　receptive　1－

Thou　attitude　toward　the　text，　an　attitude　based　upon　trust　and　ioyalty．　The

orjginal　spoken　rnessage　of　God　can　become　actual　out　of　the　potential　written

text．　This　actuality　occurs　only　through　the　reader’s　dialogical　encounter　of

spoken　word．　Buber　established　his　linguistic　philosophy　of　Thou　through　the

hermeneutics　ef　biblical　language．
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