
ポ
ス
ト
・
モ
ダ
ン
に
お
け
る
聖
書
解
釈
の
探
求

―
―
ル
タ
ー
の
聖
餐
論
を
媒
介
に
し
て
―
―

大
塚
　
篤

序
　
論

ポ
ス
ト
・
モ
ダ
ン
と
は
、
終
焉
を
む
か
え
た
啓
蒙
主
義
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
に
対
し
て
、
新
た
な
パ
ラ
ダ
イ
ム
へ
の
シ
フ
ト
を
模
索
し
て
い

る
極
め
て
複
合
的
な
思
想
の
混
迷
時
代
で
あ
る
。
啓
蒙
主
義
に
出
発
点
を
持
つ
近
代
の
特
質
は
、
今
や
批
判
に
さ
ら
さ
れ
て
い
る
。
こ
の

傾
向
は
、
最
初
自
然
科
学
の
分
野
か
ら
始
ま
り
、
あ
ら
ゆ
る
分
野
に
波
紋
を
投
げ
か
け
、
聖
書
解
釈
学
の
分
野
ま
で
も
及
ん
で
い
る
。
近

代
の
批
評
学
の
結
果
、
結
局
『
聖
書
の
本
文
と
解
釈
』
が
一
般
の
古
文
書
解
明
の
作
業
と
同
等
の
レ
ベ
ル
ま
で
引
き
下
げ
ら
れ
、
神
の
言

葉
と
あ
り
の
ま
ま
に
取
り
組
み
、
神
の
声
を
聞
く
こ
と
が
失
わ
れ
、
近
代
の
科
学
同
様
、
閉
塞
的
状
況
と
自
己
崩
壊
の
方
向
へ
と
追
い
込

ま
れ
て
い
る
。
終
焉
を
む
か
え
て
い
る
啓
蒙
主
義
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
を
、
新
し
い
パ
ラ
ダ
イ
ム
へ
と
シ
フ
ト
す
る
必
要
性
に
迫
ら
れ
つ
つ
も
、
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る
の
で
あ
ろ
う
か
。

ル
タ
ー
の
宗
教
改
革
が
「
み
言
葉
に
よ
る
改
革
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
よ
う
に
、
ル
タ
ー
が
み
言
葉
に
捕
ら
え
ら
れ
、
み
言
葉
に
生
か
さ

れ
、
み
言
葉
に
立
っ
て
、
み
言
葉
を
語
っ
た
と
こ
ろ
に
宗
教
改
革
は
始
ま
っ
た
。
か
く
し
て
、
宗
教
改
革
の
基
本
原
理
は
、「
聖
書
の
み

（sola
Scriptura

）」
に
置
か
れ
た
。
し
か
し
、
ル
タ
ー
は
、
ヘ
ブ
ル
書
、
ヤ
コ
ブ
書
、
ユ
ダ
書
、
黙
示
録
な
ど
に
対
す
る
態
度
か
ら
し
て
、

い
か
な
る
霊
感
を
信
じ
て
い
た
の
か
と
い
う
論
議
が
生
ま
れ
る
(3)

。
そ
こ
に
は
、
宗
教
改
革
の
も
う
一
つ
の
基
本
原
理
で
あ
る
「
信
仰
の

み
（sola

fide

）」
を
基
準
と
し
、「
キ
リ
ス
ト
中
心
主
義
」
を
核
と
し
て
生
き
て
語
る
こ
と
ば
と
し
て
の
聖
書
が
考
え
ら
れ
て
い
る
と
言

え
る
。
ル
タ
ー
は
、「
聖
書
の
意
味
は
、
四
つ
で
は
な
く
、
た
だ
一
つ
で
あ
り
、
そ
れ
は
歴
史
的
・
文
法
的
な
意
味
だ
け
で
あ
る
」
と
い

う
聖
書
解
釈
の
原
則
に
立
ち
つ
つ
、
キ
リ
ス
ト
を
通
し
て
、
神
の
生
け
る
み
こ
と
ば
の
語
り
か
け
そ
の
も
の
を
聞
こ
う
と
し
て
い
る
の
で

あ
る
。
こ
の
よ
う
ル
タ
ー
の
御
言
葉
に
対
す
る
態
度
の
中
に
、
ポ
ス
ト
･
モ
ダ
ン
に
お
け
る
聖
書
解
釈
の
在
り
方
へ
の
示
唆
が
あ
る
の
で

は
な
い
か
。
そ
れ
が
、
本
論
文
の
ル
タ
ー
を
持
ち
出
し
た
理
由
で
あ
る
。

更
に
、
聖
餐
論
に
限
定
し
た
の
は
、
聖
餐
そ
の
も
の
が
、
サ
ク
ラ
メ
ン
ト
と
し
て
秘
儀
性
を
有
し
て
お
り
、
ル
タ
ー
の
聖
書
解
釈
の
特

質
を
見
出
す
事
が
出
来
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
本
論
文
の
主
題
を
、「
ル
タ
ー
の
聖
餐
論
を
媒
介
に
し
て
、
ポ
ス
ト
･
モ
ダ
ン

に
お
け
る
聖
書
解
釈
の
探
求
」
と
し
た
の
で
あ
る
。
よ
っ
て
本
論
文
の
関
心
は
、
聖
餐
論
そ
の
も
の
に
は
な
く
、
む
し
ろ
ル
タ
ー
が
提
示

し
た
聖
書
解
釈
の
原
理
が
、
今
日
的
意
味
を
な
お
有
し
て
い
る
か
ど
う
か
と
い
う
事
を
問
題
と
し
、
そ
こ
か
ら
近
代
の
聖
書
解
釈
が
見
失

っ
た
も
の
の
再
発
見
を
し
、
ポ
ス
ト
・
モ
ダ
ン
に
お
け
る
聖
書
解
釈
の
在
り
方
を
探
り
た
い
の
で
あ
る
。

加
え
て
時
代
的
ギ
ヤ
ッ
プ
は
あ
る
が
、
近
代
的
聖
書
解
釈
の
一
つ
の
成
果
で
あ
る
エ
レ
ミ
ア
ス
の
『
イ
エ
ス
の
聖
餐
の
こ
と
ば
』
を
比

較
的
に
取
り
上
げ
た
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
ル
タ
ー
の
聖
書
解
釈
の
原
則
に
内
包
さ
れ
る
ポ
ス
ト
･
モ
ダ
ン
的
特
質
を
見
出
し
た
い
の
で
あ

る
。
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ポ
ス
ト
・
モ
ダ
ン
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
は
、
今
な
お
形
成
さ
れ
つ
つ
あ
り
、
最
終
的
に
ど
の
様
な
形
態
を
取
る
か
は
な
は
だ
不
安
定
な
状
況
に

あ
る
。

デ
ー
ビ
ッ
ド
・
ボ
ッ
シ
ュ
は
、
ポ
ス
ト
・
モ
ダ
ン
の
啓
蒙
主
義
へ
の
七
つ
の
挑
戦
を
提
示
し
て
い
る
が
(1)

、
そ
れ
に
よ
っ
て
ポ
ス
ト
・

モ
ダ
ン
の
性
格
と
方
向
性
を
知
る
事
が
出
来
る
。
す
な
わ
ち
、
ポ
ス
ト
・
モ
ダ
ン
と
は
、
①
包
括
的
統
合
的
論
理
的
思
索
の
拡
大
、
②

不
確
実
性
と
予
測
不
可
能
性
の
範
疇
の
再
導
入
、
③
神
学
的
次
元
の
再
認
識
、
④
進
歩
思
考
へ
の
挑
戦
、
⑤
信
託
の
枠
組
、
⑥
啓
蒙
主

義
的
楽
観
論
と
反
啓
蒙
主
義
的
悲
観
論
を
越
え
る
道
の
模
索
、
⑦
間
主
観
的
存
在
と
し
て
の
認
識
か
ら
の
相
互
関
係
の
た
め
の
理
性
を

求
め
て
い
る
思
想
的
傾
向
で
あ
る
。
し
か
し
、
ポ
ス
ト
・
モ
ダ
ン
そ
の
も
の
が
、
現
在
途
上
の
出
来
事
で
あ
る
ゆ
え
に
、
い
ま
だ
「
ポ
ス

ト
・
モ
ダ
ン
に
お
け
る
聖
書
解
釈
」
そ
の
も
の
を
定
義
出
来
る
状
況
で
は
な
い
。

ポ
ス
ト
･
モ
ダ
ン
の
聖
書
解
釈
の
在
り
方
を
考
え
る
に
あ
た
っ
て
、
何
故
ル
タ
ー
な
の
か
。
そ
れ
は
、
ル
タ
ー
が
中
世
の
パ
ラ
ダ
イ
ム

か
ら
、
近
代
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
へ
と
大
き
く
シ
フ
ト
す
る
過
渡
期
に
位
置
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
ボ
ッ
シ
ュ
が
指
摘
す
る
ご
と
く
、
新
約

時
代
か
ら
教
父
時
代
へ
の
転
換
期
と
、
中
世
か
ら
近
世
へ
の
転
換
期
に
思
想
的
な
大
シ
フ
ト
が
存
在
し
た
。
前
者
は
、
ヘ
レ
ニ
ズ
ム
へ
の

転
換
で
あ
り
、
脱
歴
史
化
の
過
程
で
あ
る
。
後
者
は
、
デ
カ
ル
ト
のcogito

ergo
sum

に
始
ま
る
近
代
へ
の
転
換
で
あ
り
、
理
性
中
心
、
脱

人
格
化
へ
の
過
程
で
あ
る
。
ル
タ
ー
は
、
ま
さ
に
、
こ
の
中
世
か
ら
近
代
へ
の
裂
目
に
立
っ
て
宗
教
改
革
を
推
進
し
た
。
ル
タ
ー
と
聖
餐

論
争
を
戦
わ
し
た
ツ
ヴ
ィ
ン
グ
リ
は
、
人
文
主
義
的
背
景
を
持
っ
て
お
り
、
そ
の
性
格
を
そ
の
聖
餐
論
に
色
濃
く
映
し
て
い
る
。
ル
タ
ー

は
、
ゲ
ー
リ
ッ
シ
ュ
が
論
じ
て
い
る
ご
と
く
、
全
く
理
性
を
否
定
し
て
い
る
の
で
は
な
い
が
、
神
の
言
葉
に
対
す
る
誠
実
さ
の
ゆ
え
に
、

理
性
の
及
ば
な
い
領
域
が
あ
る
。
即
ち
神
の
言
葉
を
理
性
の
基
準
で
測
る
こ
と
は
出
来
な
い
と
い
う
態
度
を
理
性
に
対
し
て
持
っ
て
い
る
(2)

。

こ
の
よ
う
な
理
性
に
対
す
る
態
度
の
ゆ
え
に
、「
聖
書
の
意
味
は
、
四
つ
で
は
な
く
、
た
だ
一
つ
で
あ
り
、
そ
れ
は
歴
史
的
・
文
法
的
な

意
味
だ
け
で
あ
る
」
と
い
う
、
極
め
て
理
性
的
、
合
理
的
ル
タ
ー
の
聖
書
解
釈
の
原
則
は
、
彼
に
と
っ
て
ど
の
よ
う
な
意
味
を
含
ん
で
い
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争
に
、
エ
コ
ラ
ン
バ
デ
ィ
ウ
ス
と
ツ
ヴ
ィ
ン
グ
リ
が
加
わ
っ
て
争
わ
れ
た
。

ル
タ
ー
は
、
一
五
二
六
年
『
キ
リ
ス
ト
の
聖
餐
の
礼
典
に
つ
い
て
の
説
教
―
―
熱
狂
主
義
的
傾
向
の
人
々
を
駁
す
』
を
書
き
、
聖
餐
に

お
け
る
キ
リ
ス
ト
の
現
在
が
理
性
に
よ
っ
て
把
握
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
神
の
言
葉
へ
の
単
純
な
信
仰
に
よ
っ
て
の
み
把
握
さ
れ
る
こ

と
を
主
張
し
た
。
さ
ら
に
、
ツ
ヴ
ィ
ン
グ
リ
が
持
ち
込
ん
だ
「
属
性
の
交
換
」
の
概
念
に
関
し
て
両
者
の
間
に
論
争
が
起
こ
っ
た
。
こ
の

様
な
背
景
の
下
で
書
か
れ
た
の
が
、
ル
タ
ー
の
『
キ
リ
ス
ト
の
聖
餐
に
つ
い
て
、
信
仰
告
白
』（
一
五
二
八
年
）
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
三

部
よ
り
構
成
さ
れ
て
お
り
、
第
一
部
で
、
ル
タ
ー
は
、
ツ
ヴ
ィ
ン
グ
リ
の
「
属
性
の
交
替
」
の
概
念
を
攻
撃
し
、
キ
リ
ス
ト
は
そ
の
本
性

に
お
い
て
も
本
質
に
お
い
て
も
、
一
つ
の
ペ
ル
ソ
ナ
の
中
で
真
の
神
・
真
の
人
で
あ
る
と
主
張
し
た
。
ル
タ
ー
は
、「
中
で
、
と
も
に
」

と
い
う
こ
と
を
か
な
ら
ず
し
も
固
守
し
な
い
で
、
聖
餐
の
こ
と
ば
の
本
文
を
単
純
に
文
字
通
り
に
受
け
取
る
べ
き
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
。

こ
こ
に
お
い
て
、
ル
タ
ー
は
、
聖
餐
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
の
現
在
を
説
明
す
る
た
め
に
「
実
際
的
一
体
性
」「
礼
典
的
一
体
性
」
の
考
え

を
持
ち
出
す
の
で
あ
る
。
第
二
部
で
は
、
聖
餐
の
こ
と
ば
が
神
ご
自
身
の
唇
か
ら
出
た
こ
と
ば
で
あ
り
、
聖
書
に
あ
る
ま
ま
の
文
字
と
こ

と
ば
通
り
に
受
け
取
る
べ
き
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
。
第
三
部
は
、
自
ら
の
信
仰
の
告
白
と
い
う
形
で
、
教
理
の
全
般
に
わ
た
っ
て
の
自

ら
の
信
じ
る
と
こ
ろ
を
表
明
し
て
い
る
。

２
　
ル
タ
ー
の
聖
書
解
釈
の
特
質

次
い
で
、
ル
タ
ー
の
聖
餐
論
の
中
に
見
ら
れ
る
、
聖
書
解
釈
の
特
質
を
見
た
い
。

(1)
「
聖
書
は
、
た
だ
一
つ
の
意
味
を
有
す
る
」
と
い
う
原
則

ル
タ
ー
の
聖
書
解
釈
の
基
本
原
則
で
あ
り
、「
聖
書
の
み
」
と
い
う
宗
教
改
革
の
基
本
原
則
と
深
い
関
係
を
持
っ
た
聖
書
解
釈
の
原
理

で
あ
る
。
ル
タ
ー
は
、『
キ
リ
ス
ト
の
聖
餐
に
つ
い
て
、
信
仰
告
白
』（
一
五
二
八
年
）
の
中
で
、
最
初
に
こ
の
原
則
を
持
ち
出
し
て
論
じ
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最
後
に
、
コ
ン
コ
ー
デ
ア
神
学
校
の
ジ
エ
ー
ム
ズ
・
Ｗ
・
フ
ォ
ル
ツ
が
、
一
九
九
五
年
に
出
版
し
た
。"W

H
A
T
D
O
ES

TH
IS

M
EA

N
?

-
Principles

of
B
iblicalInterpretation

in
the

Post-M
odern

W
orld"

に
も
触
れ
て
お
き
た
い
。
こ
れ
は
、
保
守
的
な
ル
タ
ー
派
の
学
者
で

あ
る
ジ
エ
ー
ム
ズ
・
Ｗ
・
フ
ォ
ル
ツ
が
、
ポ
ス
ト
･
モ
ダ
ン
の
聖
書
解
釈
の
原
則
を
見
出
さ
ん
と
し
て
、
極
め
て
詳
細
か
つ
包
括
的
に
展

開
し
て
い
る
聖
書
解
釈
学
の
テ
キ
ス
ト
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
ル
タ
ー
の
聖
書
解
釈
の
原
理
に
対
す
る
ポ
ス
ト
・
モ
ダ
ン
的
再
解
釈
と
言
っ

て
良
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

一
、
ル
タ
ー
の
聖
餐
論
に
見
る
聖
書
解
釈
の
特
質

１
　
ル
タ
ー
に
お
け
る
聖
餐
論
の
展
開

ル
タ
ー
に
お
け
る
聖
餐
論
は
、
一
般
に
共
在
説
と
い
わ
れ
、
一
方
に
化
体
説
、
他
方
に
象
徴
説
と
対
峙
し
て
い
る
。
ロ
ー
マ
・
カ
ト
リ

ッ
ク
に
対
す
る
対
決
は
、
一
五
二
五
年
ま
で
に
一
応
の
終
り
を
つ
け
て
お
り
、
そ
れ
以
後
、
ツ
ヴ
ィ
ン
グ
リ
や
熱
狂
主
義
と
の
対
決
に
入

っ
て
行
く
。
す
な
わ
ち
、
そ
の
聖
餐
論
を
初
期
と
後
期
に
分
け
る
事
が
出
来
る
。

初
期
に
お
い
て
ル
タ
ー
は
、「
聖
徒
の
交
わ
り
」
と
い
う
概
念
を
中
心
的
に
取
り
上
げ
、
キ
リ
ス
ト
の
か
ら
だ
と
血
と
の
現
在

（R
ealpräsenz）

と
い
う
事
に
つ
い
て
は
、
周
辺
的
に
取
り
扱
わ
れ
て
い
る
の
み
で
あ
る
。
カ
ト
リ
ッ
ク
と
対
決
し
て
、
ル
タ
ー
は
、
サ

ク
ラ
メ
ン
ト
を
洗
礼
と
聖
餐
に
限
定
し
、
聖
餐
に
お
け
る
信
仰
を
強
調
し
て
い
る
。

他
方
、
後
期
ル
タ
ー
の
聖
餐
論
が
論
じ
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
契
機
は
、
ア
ン
ド
レ
ア
ス
・
カ
ー
ル
シ
ュ
タ
ッ
ト
が
、
一
五
二
四
年
、

「
聖
餐
に
お
け
る
現
在
」
と
「
聖
餐
を
恵
み
の
手
段
と
考
え
る
事
」
を
否
定
し
て
よ
り
で
あ
る
。
ル
タ
ー
と
カ
ー
ル
シ
ュ
タ
ッ
ト
と
の
論
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の
素
晴
ら
し
い
晩
餐
を
廃
し
て
、
こ
れ
に
比
べ
れ
ば
、
意
味
に
お
い
て
も
、
本
質
に
お
い
て
も
全
然
無
意
味
な
晩
餐
を
据
え
た
こ
と
に
な

る
と
論
じ
て
い
る
。
そ
し
て
、「
新
約
聖
書
は
旧
約
聖
書
に
対
し
て
そ
の
成
就
で
あ
り
そ
の
光
で
あ
る
」
と
の
原
則
を
持
ち
出
し
、
ツ
ヴ

ィ
ン
グ
リ
ら
の
主
張
は
、
そ
の
よ
う
な
原
則
に
反
し
、「
新
約
聖
書
を
し
て
、
旧
約
聖
書
を
無
意
味
な
も
の
に
し
、
曖
昧
に
す
る
も
の
で

あ
る
」
(9)

と
言
う
。
ル
タ
ー
が
、
旧
新
約
聖
書
の
統
一
と
啓
示
の
進
展
性
を
認
め
て
い
る
言
説
で
あ
る
。

(5)

歴
史
的
信
条
と
い
う
教
会
の
伝
統
に
基
づ
い
た
解
釈

ル
タ
ー
は
、
聖
餐
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
の
現
在
を
、
ツ
ヴ
ィ
ン
グ
リ
の
『
属
性
の
交
替
』
の
概
念
に
対
応
す
る
か
た
ち
で
論
じ
、「
そ

の
上
に
私
が
立
っ
て
い
る
根
拠
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
第
一
は
、
わ
れ
わ
れ
の
信
仰
の
次
ぎ
の
よ
う
な
条
項
で
あ
る
。
イ
エ
ス
・

キ
リ
ス
ト
は
、
一
つ
位
格
の
中
で
、
本
質
的
に
、
本
性
的
に
、
真
の
完
全
な
神
で
あ
り
、
人
で
あ
り
、
両
者
は
分
か
た
れ
ず
、
分
離
さ
れ

な
い
事
。
…
…
」
(10)

と
述
べ
、
ニ
ケ
ア
信
条
、
カ
ル
ケ
ド
ン
信
条
に
お
け
る
伝
統
的
な
キ
リ
ス
ト
論
の
立
場
に
堅
く
立
っ
て
い
る
こ
と
の

表
明
が
見
ら
れ
る
。
さ
ら
に
、
ル
タ
ー
は
、
聖
餐
に
お
け
る
素
材
と
キ
リ
ス
ト
と
の
一
体
性
を
「
礼
典
的
一
体
性
」
と
呼
ん
で
、
伝
統
的

な
も
の
を
重
視
す
る
態
度
を
示
し
て
い
る
(11)

。

(6)

ヘ
ブ
ル
的
思
惟
の
重
視

『
キ
リ
ス
ト
の
聖
餐
に
つ
い
て
、
信
仰
告
白
』
の
第
二
部
で
、
ル
タ
ー
は
、「
こ
れ
は
私
の
血
に
お
け
る
新
し
い
契
約
で
あ
る
」
を
取

り
上
げ
、「
こ
れ
は
ヘ
ブ
ル
語
的
表
現
の
仕
方
で
あ
る
」
と
述
べ
、
詩
篇
七
八
・
64
、
ホ
セ
ア
一
二
・
12
そ
の
他
を
あ
げ
て
例
証
し
て
い

る
(12)

。
さ
ら
に
、
ル
タ
ー
は
「
ヘ
ブ
ル
語
の
仕
方
が
、
キ
リ
ス
ト
の
こ
と
ば
を
よ
り
本
来
的
に
伝
え
て
お
り
…
…
」
(13)

と
述
べ
て
、
ヘ
ブ

ル
的
表
現
な
い
し
は
考
え
方
を
重
視
し
て
い
る
。

(7)

聖
書
に
あ
る
ま
ま
の
「
語
ら
れ
た
こ
と
ば
」
の
強
調

ル
タ
ー
に
特
徴
的
な
特
質
は
、
聖
餐
の
こ
と
ば
が
神
ご
自
身
の
唇
か
ら
出
た
こ
と
ば
で
あ
り
、
聖
書
に
あ
る
ま
ま
の
こ
と
ば
を
文
字
通
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る
。
す
な
わ
ち
、
ル
タ
ー
は
、
カ
ー
ル
シ
ュ
タ
ッ
ト
と
ツ
ヴ
ィ
ン
グ
リ
の
間
で
解
釈
が
一
致
し
て
い
な
い
事
を
批
判
し
、「
単
一
の
表
現

の
中
で
、
単
一
の
名
前
や
こ
と
ば
づ
か
い
が
、
同
時
に
、
二
つ
の
相
反
す
る
解
釈
や
説
明
を
持
つ
こ
と
は
不
可
能
だ
か
ら
で
あ
る
」
(4)

と

言
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
続
い
て
、
ル
タ
ー
は
、「
わ
れ
わ
れ
は
聖
餐
に
お
い
て
、
そ
の
聖
句
が
、
そ
の
す
べ
て
の
こ
と
ば
、
綴
り
、
文
字

に
お
い
て
、
単
一
、
一
様
、
確
固
、
確
実
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
欲
し
て
い
る
の
で
あ
る
」
(5)

と
か
、「
聖
書
が
一
つ
の
事
柄
に
た
い
し

て
多
様
の
名
前
や
表
現
を
与
え
る
場
合
に
は
、
そ
れ
自
体
が
十
分
な
一
致
を
持
っ
て
い
る
ば
か
り
で
な
く
、
そ
れ
ら
は
決
し
て
相
反
し
た

り
は
し
な
い
の
で
あ
る
」
(6)

と
言
い
、「
で
あ
る
」ejstin

を
「
意
味
す
る
」
と
解
釈
す
る
ツ
ヴ
ィ
ン
グ
リ
の
意
味
説
の
根
拠
を
聖
書
の

他
の
箇
所
で
見
出
だ
す
こ
と
が
で
き
な
い
で
は
な
い
か
と
論
じ
て
い
る
。
こ
こ
に
、「
聖
書
は
、
た
だ
一
つ
の
意
味
を
有
す
る
」
と
い
う

ル
タ
ー
の
聖
書
解
釈
の
基
本
原
則
が
表
出
さ
れ
て
い
る
。

(2)
「
字
義
的
・
文
法
的
解
釈
は
、
他
の
い
か
な
る
本
文
理
解
に
優
先
す
る
」
と
の
原
則

ル
タ
ー
は
、
ツ
ヴ
ィ
ン
グ
リ
が
、
比
喩
ま
た
は
隠
喩
を
持
ち
出
す
の
は
文
法
的
に
間
違
っ
て
い
る
と
述
べ
、
ツ
ヴ
ィ
ン
グ
リ
のfigura

（
予
表
）
の
考
え
は
、「
文
法
的
で
も
、
神
学
的
で
も
、
自
然
的
で
も
あ
り
え
な
い
も
の
」
(7)

と
し
て
批
判
し
て
い
る
。

(3)
「
個
々
の
全
章
句
は
、
聖
書
全
体
か
ら
理
解
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
原
則

ル
タ
ー
は
、「
本
文
と
そ
の
解
釈
が
そ
れ
を
求
め
な
い
限
り
、
あ
る
い
は
、
そ
れ
が
聖
書
の
他
の
章
句
に
よ
っ
て
強
力
に
証
明
さ
れ
な

い
限
り
、
こ
と
ば
の
ふ
つ
う
の
古
い
意
味
か
ら
離
れ
て
、
あ
る
新
し
い
意
味
を
取
る
こ
と
を
禁
じ
て
い
る
」
(8)

と
述
べ
て
、
個
々
の
章
句

は
聖
書
全
体
の
文
脈
か
ら
理
解
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
聖
書
解
釈
の
大
原
則
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
原
則
は
、「
聖
書
は
聖
書
自
身

の
解
釈
者
で
あ
る
」
と
言
う
原
則
と
結
び
付
い
て
い
る
。

(4)

旧
新
約
聖
書
の
統
一
と
啓
示
の
進
展
性

ル
タ
ー
は
、
も
し
、
ツ
ヴ
ィ
ン
グ
リ
ら
の
主
張
す
る
よ
う
に
聖
餐
が
単
な
る
「
意
味
す
る
」
だ
け
の
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
旧
約
聖
書
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エ
レ
ミ
ア
ス
は
、
ま
ず
、
キ
ド
ゥ
シ
ュ
の
食
事
と
の
関
連
を
主
張
す
る
説
や
宗
教
的
会
食
礼
と
し
て
の
ハ
ヴ
ゥ
ラ
ー
の
会
食
と
の
関
連

を
主
張
す
る
Ｈ
・
リ
ー
ツ
マ
ン
の
説
、
エ
ッ
セ
ネ
派
が
毎
日
共
同
で
行
っ
て
い
た
祝
祭
的
食
事
で
あ
る
聖
宴
と
関
連
付
け
る
Ｋ
・
Ｇ
・
ク

ー
ン
の
説
を
紹
介
し
、
否
定
的
に
論
証
す
る
(16)

。
そ
の
上
で
、
エ
レ
ミ
ア
ス
は
、「
主
イ
エ
ス
の
最
後
の
晩
餐
が
、
過
越
の
食
事
で
あ
っ

た
か
否
か
」
に
決
定
を
下
そ
う
と
試
み
、
十
四
項
目
に
わ
た
っ
て
論
議
し
(17)

、
以
下
の
結
論
を
下
す
。
す
な
わ
ち
、
過
越
の
食
事
の
特
別

な
要
素
を
解
釈
す
る
儀
式
は
、
イ
エ
ス
が
そ
の
最
後
の
晩
餐
に
お
い
て
パ
ン
と
ブ
ド
ウ
酒
と
に
与
え
た
解
釈
の
誘
因
と
な
っ
た
。
つ
ま
り
、

こ
と
ば
の
構
成
の
点
で
イ
エ
ス
は
、
過
越
の
儀
式
を
模
範
に
し
て
い
る
と
主
張
し
て
い
る
(18)

。

(2)

聖
餐
記
事
に
お
け
る
セ
ム
語
的
要
素
へ
の
注
目

エ
レ
ミ
ア
ス
は
、
第
二
章
に
お
い
て
、
聖
餐
記
事
に
関
す
る
文
学
批
評
を
試
み
、
パ
ウ
ロ
の
聖
餐
制
定
記
事
が
セ
ム
語
的
色
彩
の
強
い

ギ
リ
シ
ア
語
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
、
セ
ム
語
の
原
テ
キ
ス
ト
か
ら
の
翻
訳
で
あ
る
可
能
性
を
示
唆
し
て
い
る
(19)

。
第
三
章
に
お
い
て
は
、

聖
餐
制
定
伝
承
が
初
代
教
会
の
会
食
礼
に
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
ギ
リ
シ
ア
化
が
進
み
、
過
越
の
特
徴
を
表
す
描
写
が
後
退
し
た
と

言
う
(20)

。
第
四
章
に
て
、
聖
餐
記
事
に
関
す
る
五
つ
の
テ
キ
ス
ト
を
取
り
上
げ
、
ど
の
程
度
セ
ム
語
的
要
素
を
含
ん
で
い
る
か
、
ギ
リ
シ

ア
化
の
傾
向
を
有
し
て
い
る
か
を
比
較
考
察
し
て
い
る
(21)

。

(3)

イ
エ
ス
の
聖
餐
の
こ
と
ば
の
解
釈

第
五
章
に
お
い
て
、
エ
レ
ミ
ア
ス
は
、「
イ
エ
ス
の
聖
餐
の
こ
と
ば
の
意
味
」
を
論
じ
、
以
下
の
四
点
を
指
摘
し
て
い
る
(22)

。
①
最
後

の
晩
餐
は
、
過
越
の
食
事
と
深
く
関
わ
っ
て
、
救
済
論
的
、
か
つ
終
末
論
的
特
別
の
意
味
を
持
っ
て
い
た
。
②
最
後
の
晩
餐
に
お
け
る

イ
エ
ス
の
物
断
ち
宣
言
は
、
完
全
な
献
身
の
決
意
と
終
末
論
的
展
望
を
も
っ
た
宣
言
で
あ
っ
た
。
③
最
後
の
晩
餐
に
お
け
る
解
釈
辞
言

は
、
予
期
し
な
い
独
特
の
解
釈
辞
言
で
あ
っ
た
。
④
最
後
の
晩
餐
後
の
賛
美
は
、
過
越
の
食
事
の
後
に
歌
わ
れ
た
ハ
レ
ル
と
関
連
し
て

お
り
、
終
末
論
的
理
解
が
行
わ
れ
て
い
る
。
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り
に
受
け
取
る
べ
き
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
点
で
あ
る
。「『
こ
れ
は
私
の
か
ら
だ
で
あ
る
』
と
い
う
わ
れ
わ
れ
の
本
文
が
人
よ
り
の
も
の

で
な
く
、
神
自
身
の
唇
か
ら
で
た
も
の
で
あ
り
、
聖
書
に
あ
る
ま
ま
の
文
字
と
こ
と
ば
に
お
い
て
語
ら
れ
設
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
…
…
」

(14)

と
述
べ
て
い
る
。

江
口
再
起
氏
の
『
ル
タ
ー
の
こ
と
ば
論
』
を
借
り
て
要
約
す
る
と
、
①
「
神
の
言
葉
」
と
は
、「
神
の
語
り
か
け
」
で
あ
る
と
の
理
解
。

②
神
の
言
葉
は
、
そ
れ
自
体
に
力
が
あ
る
事
。
す
な
わ
ち
、
読
む
だ
け
の
「
し
る
し
こ
と
ば
」
で
な
く
、「
力
こ
と
ば
」「
い
の
ち
こ
と
ば
」

「
行
為
こ
と
ば
」
で
あ
る
と
い
う
事
。
③
そ
こ
に
生
け
る
神
の
臨
在
、
特
に
キ
リ
ス
ト
の
臨
在
を
認
め
て
い
る
。
④
「
口
の
こ
と
ば
」
す

な
わ
ち
、「
語
ら
れ
た
こ
と
ば
」
の
優
位
の
強
調
。
⑤
こ
と
ば
と
霊
の
統
一
と
し
て
の
「
こ
と
ば
」
論
。
す
な
わ
ち
、「
心
の
こ
と
ば
」
と

「
口
の
こ
と
ば
」
の
一
致
と
い
う
事
で
あ
る
。
江
口
氏
は
、
こ
こ
に
、
ル
タ
ー
の
こ
と
ば
論
の
核
心
が
あ
る
と
言
う
。
す
な
わ
ち
、「
内
的

な
こ
と
ば
」
と
「
外
的
な
と
ば
」
の
同
時
性
の
出
来
事
の
中
で
の
結
合
で
あ
る
(15)

。

二
、
ル
タ
ー
の
聖
書
解
釈
の
特
質
と
エ
レ
ミ
ア
ス
の
聖
書
解
釈
と
の
比
較

次
い
で
、
エ
レ
ミ
ア
ス
の
『
イ
エ
ス
の
聖
餐
の
こ
と
ば
』
に
見
る
聖
書
解
釈
の
特
色
を
取
り
上
げ
、
既
に
見
た
ル
タ
ー
の
聖
書
解
釈
の

特
質
と
を
比
較
し
、
ポ
ス
ト
・
モ
ダ
ン
に
お
け
る
聖
書
解
釈
の
在
り
方
を
問
い
た
い
。

１
　
エ
レ
ミ
ア
ス
の
『
イ
エ
ス
の
聖
餐
の
こ
と
ば
』
の
展
開

(1)

イ
エ
ス
の
最
後
の
晩
餐
と
過
越
の
食
事
と
の
関
連
性
の
問
い
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犠
牲
の
専
門
用
語
と
の
関
連
の
中
で
、
過
越
の
小
羊
と
結
び
付
け
て
考
察
し
て
い
る
。
そ
の
聖
書
解
釈
の
根
底
に
救
済
史
的
思
考
が
あ
る
。

(6)

終
末
に
お
け
る
成
就
の
先
取
り
と
し
て
の
理
解

過
越
の
食
事
そ
の
も
の
の
中
に
す
で
に
、
終
末
論
的
要
素
が
含
ま
れ
て
お
り
、
そ
れ
と
の
関
連
の
中
で
よ
り
い
っ
そ
う
最
後
の
晩
餐
の

終
末
論
的
性
格
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
こ
こ
に
も
、
彼
の
救
済
史
的
思
考
が
表
れ
て
い
る
。

３
　
ル
タ
ー
と
エ
レ
ミ
ア
ス
の
解
釈
の
比
較

構
造
主
義
的
解
釈
の
「
通
時
的
（D

iachronic

）」
か
「
共
時
的
（Synchronic

）」
か
と
い
う
区
別
を
前
提
と
し
て
、
ル
タ
ー
と
エ
レ
ミ

ア
ス
の
解
釈
の
比
較
を
試
み
た
い
。
ル
タ
ー
は
、
今
日
的
に
言
え
ば
「
共
時
的
」
に
聖
書
を
理
解
し
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
、
エ
レ
ミ
ア

ス
の
方
法
論
は
、
動
機
の
中
に
「
共
時
的
」
な
も
の
へ
の
模
索
を
見
出
だ
す
こ
と
が
出
来
る
が
、
あ
く
ま
で
厳
格
に
「
通
時
的
」
で
あ
ろ

う
と
し
て
い
る
。
中
世
と
近
代
の
狭
間
に
あ
っ
て
、
ル
タ
ー
は
、
い
ま
だ
未
分
化
な
が
ら
「
通
時
的
（D

iachronic

）」
側
面
を
持
ち
つ
つ
、

し
か
も
「
共
時
的
（Synchronic

）」
な
も
の
を
失
う
こ
と
無
く
保
持
し
て
い
た
と
言
え
る
の
で
は
な
い
か
。

エ
レ
ミ
ア
ス
の
聖
書
解
釈
に
お
い
て
、
注
目
す
べ
き
は
、『
イ
エ
ス
の
聖
餐
の
こ
と
ば
』
を
、
言
葉
そ
の
も
の
の
実
体
を
重
視
し
、
か

つ
祭
儀
的
犠
牲
の
専
門
用
語
と
の
関
連
の
中
で
、
過
越
の
小
羊
と
結
び
付
け
て
考
察
し
て
い
る
救
済
史
的
思
考
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
ル
タ

ー
が
、
こ
と
ば
そ
の
も
の
を
重
視
す
る
態
度
と
共
通
す
る
も
の
が
あ
る
。
こ
の
救
済
史
的
思
考
重
視
の
態
度
を
現
す
言
葉
と
し
て
、
エ
レ

ミ
ア
ス
は
、
次
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、「
せ
い
ぜ
い
考
古
学
的
お
よ
び
年
代
学
的
な
関
心
に
基
づ
く
だ
け
の
些
細
な
問
い

が
肝
要
な
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
そ
の
う
ち
に
聖
餐
が
立
っ
て
い
る
と
こ
ろ
の
救
済
史
的
脈
絡
が
問
題
な
の
で
あ
る
」
(23)

と
述
べ
て
い
る
。

通
時
的
解
釈
で
は
十
分
で
な
く
、
共
時
的
解
釈
の
必
要
性
を
要
請
し
て
い
る
。「
ル
タ
ー
と
エ
レ
ミ
ア
ス
の
解
釈
の
比
較
」
と
言
っ
た
が
、

単
な
る
対
比
で
な
い
、
両
者
共
に
時
代
と
立
場
を
越
え
て
、
共
通
す
る
み
こ
と
ば
に
対
す
る
態
度
が
感
じ
ら
れ
る
。
そ
も
そ
も
み
こ
と
ば
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２
　
エ
レ
ミ
ア
ス
の
聖
書
解
釈
の
特
質

(1)

テ
キ
ス
ト
に
対
す
る
緻
密
な
ア
プ
ロ
ー
チ

エ
レ
ミ
ア
ス
は
、
パ
レ
ス
チ
ナ
の
地
理
風
土
、
旧
約
聖
書
、
ユ
ダ
ヤ
教
、
後
期
ユ
ダ
ヤ
教
お
よ
び
原
始
キ
リ
ス
ト
教
の
文
献
か
ら
の
膨

大
な
資
料
の
収
集
を
総
動
員
し
て
、
テ
キ
ス
ト
に
対
し
て
き
わ
め
て
緻
密
な
ア
プ
ロ
ー
チ
を
行
っ
て
い
る
。

(2)

聖
餐
の
徹
底
し
た
パ
レ
ス
チ
ナ
的
環
境
か
ら
の
理
解

エ
レ
ミ
ア
ス
は
、
聖
餐
の
こ
と
ば
を
で
き
る
か
ぎ
り
綿
密
に
釈
義
す
る
た
め
に
、
イ
エ
ス
時
代
の
パ
レ
ス
チ
ナ
世
界
に
つ
い
て
の
正
確

な
資
料
を
提
示
す
る
こ
と
に
努
力
を
傾
け
て
い
る
。
ひ
た
す
ら
テ
キ
ス
ト
だ
け
に
耳
を
傾
け
る
こ
と
に
習
熟
す
る
た
め
に
、
時
代
史
的
資

料
が
不
可
欠
の
助
け
と
な
る
と
考
え
て
お
り
、
通
時
的
解
釈
に
立
っ
て
い
る
。

(3)

イ
エ
ス
の
言
葉
を
ア
ラ
ム
語
に
戻
す
試
み

エ
レ
ミ
ア
ス
は
、
イ
エ
ス
の
言
葉
を
ア
ラ
ム
語
ま
で
遡
ら
せ
る
と
い
う
試
み
、
イ
エ
ス
が
好
ん
で
用
い
た
話
し
方
、
イ
エ
ス
自
身
の
言

葉
の
目
印
を
挙
げ
、
史
的
イ
エ
ス
の
言
葉
を
再
建
し
よ
う
と
し
て
い
る
。

(4)

聖
餐
の
過
越
の
食
事
と
の
関
連
性
を
重
視
。

エ
レ
ミ
ア
ス
は
、
最
後
の
晩
餐
の
出
来
事
お
よ
び
イ
エ
ス
の
言
葉
を
、
過
越
の
食
事
と
の
関
連
で
も
っ
て
、
強
烈
に
、
ま
た
、
リ
ア
ル

に
生
き
生
き
と
示
し
て
い
る
。

(5)

イ
エ
ス
と
過
越
の
小
羊
と
の
同
一
化

エ
レ
ミ
ア
ス
は
、
綿
密
な
研
究
を
踏
ま
え
た
上
で
、
イ
エ
ス
の
こ
と
ば
の
解
釈
に
迫
る
。
特
に
、
過
越
の
食
事
と
の
関
連
の
中
で
の
考

察
を
進
め
、「
こ
れ
は
わ
た
し
の
か
ら
だ
で
あ
る
」
と
い
う
ル
タ
ー
と
ツ
ヴ
ィ
ン
グ
リ
の
論
争
以
来
争
わ
れ
て
い
る
問
題
に
新
し
い
示
唆

を
与
え
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
エ
レ
ミ
ア
ス
は
、『
イ
エ
ス
の
聖
餐
の
こ
と
ば
』
を
象
徴
的
で
な
く
、
言
葉
そ
の
も
の
の
実
体
と
祭
儀
的
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あ
っ
て
始
め
て
、
聞
く
も
の
の
地
平
に
お
け
る
多
様
性
が
起
こ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
こ
に
、「
唯
一
つ
の
意
味
を
有
す
る
と
い
う

原
理
」
を
保
持
し
つ
つ
、
し
か
も
、
ポ
ス
ト
・
モ
ダ
ン
的
な
渇
望
を
無
視
し
な
い
解
釈
の
方
法
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
、
筆
者
は
考
え

る
。
す
な
わ
ち
、
適
用
と
い
う
こ
と
を
視
座
に
お
い
た
ガ
ダ
マ
ー
の
「
地
平
の
融
合
」
と
い
う
解
釈
概
念
を
高
く
評
価
す
る
も
の
で
あ
る
。

(2)

字
義
的
・
文
法
的
解
釈
の
優
先
性

既
に
見
た
よ
う
に
、
ル
タ
ー
の
聖
書
解
釈
原
理
の
中
で
、「
字
義
的
・
文
法
的
解
釈
が
他
の
い
か
な
る
本
文
の
理
解
に
優
先
す
る
」
と

い
う
原
理
は
、
決
し
て
最
終
的
な
聖
書
解
釈
の
段
階
で
は
な
い
が
、
続
く
す
べ
て
の
解
釈
原
理
の
土
台
と
な
る
べ
き
原
理
と
し
て
、
常
に

優
先
さ
れ
る
べ
き
も
の
に
変
り
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

(3)

ヘ
ブ
ル
的
思
惟
の
重
視

こ
れ
は
、
イ
エ
ス
の
言
葉
を
ア
ラ
ム
語
に
遡
行
さ
せ
よ
う
と
す
る
エ
レ
ミ
ア
ス
の
聖
書
解
釈
と
類
似
し
て
い
る
。
し
か
し
、
通
時
的
文

化
的
脈
絡
の
中
で
の
聖
書
解
釈
と
い
う
エ
レ
ミ
ア
ス
の
方
向
性
に
対
し
、
ル
タ
ー
は
こ
と
ば
そ
の
も
の
に
関
心
を
向
け
て
い
る
と
こ
ろ
に

ポ
ス
ト
・
モ
ダ
ン
的
要
素
に
似
た
含
み
を
有
し
て
い
る
と
言
え
る
。

(4)

事
柄
の
霊
的
・
実
践
的
理
解
す
な
わ
ち
、
信
仰
的
・
キ
リ
ス
ト
論
的
理
解

信
仰
が
な
く
て
は
本
当
の
聖
書
理
解
が
で
き
な
い
と
い
う
事
や
聖
書
解
釈
に
お
け
る
聖
霊
の
働
き
と
い
う
事
と
関
連
し
て
い
る
。
キ
リ

ス
ト
論
的
と
は
、
ま
さ
に
、
聖
書
解
釈
に
お
け
る
必
須
の
事
柄
で
あ
る
。

(5)
「
語
ら
れ
た
こ
と
ば
」
そ
の
も
の
の
重
視

ル
タ
ー
に
は
、「
語
ら
れ
た
こ
と
ば
」
そ
の
も
の
へ
の
重
視
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
ル
タ
ー
の
聖
書
解
釈
の
中
で
も
特
に
特
色
あ
る
も
の

で
あ
り
、
傾
聴
に
値
す
る
。
ガ
ダ
マ
ー
の
解
釈
の
性
格
も
ま
た
、
こ
と
ば
そ
の
も
の
へ
開
か
れ
た
地
平
で
の
融
合
と
い
う
理
解
に
向
か
っ

て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
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そ
の
も
の
が
、
か
か
る
み
こ
と
ば
に
対
す
る
態
度
を
要
請
し
て
い
る
と
言
っ
て
良
い
の
で
は
な
い
か
。

三
、
ポ
ス
ト
・
モ
ダ
ン
に
お
け
る
聖
書
解
釈
の
方
向
性

ル
タ
ー
の
聖
書
解
釈
の
原
理
を
踏
ま
え
、
ポ
ス
ト
・
モ
ダ
ン
に
お
け
る
聖
書
解
釈
の
在
り
方
、
す
な
わ
ち
「
ポ
ス
ト
・
モ
ダ
ン
に
お
け

る
聖
書
解
釈
の
方
向
性
」
を
探
り
た
い
。

１
　
ル
タ
ー
の
聖
書
解
釈
原
理
か
ら
の
示
唆

ま
ず
、
ル
タ
ー
の
聖
書
解
釈
の
原
理
が
、
ポ
ス
ト
・
モ
ダ
ン
の
聖
書
解
釈
に
対
し
て
示
し
て
い
る
示
唆
を
考
察
す
る
こ
と
か
ら
始
め
た

い
。

(1)

唯
一
つ
の
意
味
を
有
す
る
と
い
う
原
理

こ
れ
は
、
ル
タ
ー
の
基
本
的
聖
書
解
釈
の
原
理
で
あ
る
。
ポ
ス
ト
・
モ
ダ
ン
的
な
傾
向
か
ら
す
れ
ば
、
こ
の
原
理
は
、
否
定
さ
れ
て
い

る
。「
唯
一
つ
の
意
味
」
に
代
わ
っ
て
、「
多
元
的
意
味
」
の
追
及
を
志
向
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
事
は
、
聖
書
の
正
典

性
と
も
係
わ
っ
て
、
福
音
主
義
の
根
幹
を
揺
る
が
し
か
ね
な
い
傾
向
で
あ
る
。

構
造
主
義
的
聖
書
解
釈
に
お
い
て
、
こ
の
原
理
は
、
否
定
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
見
受
け
る
。
す
な
わ
ち
、
書
い
た
主
体
に
は
、
視
点
の

場
所
は
与
え
ら
れ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
ガ
ダ
マ
ー
の
解
釈
学
に
は
、
こ
の
原
理
は
、
受
容
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
う
。
す

な
わ
ち
、
書
い
た
主
体
の
意
図
と
い
う
も
の
が
先
行
理
解
と
し
て
認
め
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
先
行
理
解
に
お
け
る
一
つ
の
意
味
が
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な
い
か
。

３
　
ガ
ダ
マ
ー
の
地
平
の
融
合

続
い
て
、
わ
れ
わ
れ
は
、
ガ
ダ
マ
ー
の
「
地
平
の
融
合
」
を
挙
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ガ
ダ
マ
ー
は
、
デ
ィ
ル
タ
イ
や
Ｍ
・
ハ
イ
デ

ッ
ガ
ー
の
影
響
の
下
に
独
自
の
解
釈
学
を
構
築
し
た
事
で
知
ら
れ
る
。
ガ
ダ
マ
ー
は
、「
事
柄
（Sache

）
に
即
し
た
真
理
」
を
あ
ら
わ
す

も
の
と
し
て
の
解
釈
学
、
す
な
わ
ち
「
事
柄
の
解
釈
学
」
を
提
唱
す
る
(26)

。
つ
ま
り
、「
事
柄
そ
の
も
の
へ
」
と
い
う
モ
ッ
ト
ー
に
従
っ

て
、
対
象
化
さ
れ
た
歴
史
か
ら
、
生
き
ら
れ
た
歴
史
へ
と
遡
行
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、「
歴
史
的
実
存
の
解
釈
学
」
に
向
か
う
の
で
あ
る
。

ガ
ダ
マ
ー
は
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
を
継
承
し
つ
つ
、「
理
解
と
は
、
現
存
在
の
存
在
の
仕
方
そ
の
も
の
で
あ
り
、
現
存
在
の
根
源
的
な
遂
行

形
式
で
あ
る
」
と
い
う
真
理
契
機
か
ら
出
発
す
る
。
そ
し
て
、
ガ
ダ
マ
ー
は
、
彼
の
解
釈
学
に
、「
理
解
」
と
「
解
釈
」
と
い
う
契
機
に

加
え
、
第
三
の
契
機
す
な
わ
ち
、「
適
用
」
を
新
た
に
導
入
し
て
い
る
。
ガ
ダ
マ
ー
に
と
っ
て
、
こ
の
「
適
用
」
と
は
、
理
解
し
て
い
る

こ
と
を
自
己
の
状
況
に
関
係
付
け
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
ガ
ダ
マ
ー
の
解
釈
学
は
、「
適
用
の
解
釈
学
」
と
呼
ば
れ
る
。
ガ
ダ

マ
ー
は
、
現
存
在
の
「（
根
源
的
）
理
解
」
の
運
動
そ
の
も
の
、
現
存
在
が
変
様
し
て
い
く
運
動
そ
の
も
の
に
焦
点
を
当
て
よ
う
と
す
る

の
で
あ
る
。
こ
の
運
動
こ
そ
、
人
間
存
在
の
「
歴
史
性
」
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
こ
の
歴
史
性
に
よ
っ
て
、「
地
平
の
融
合
」
が

喚
起
さ
れ
る
と
言
う
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
歴
史
に
規
定
さ
れ
つ
つ
、
歴
史
を
新
た
に
作
っ
て
い
く
と
い
う
、
人
間
存
在
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ

ム
を
、
ガ
ダ
マ
ー
の
解
釈
学
は
追
及
す
る
。
こ
の
様
な
解
釈
学
的
理
解
か
ら
、
彼
の
「
地
平
の
融
合
」
の
概
念
が
生
ま
れ
て
来
る
。
ガ
ダ

マ
ー
に
よ
れ
ば
、
過
去
が
わ
れ
わ
れ
に
「
呼
び
か
け
て
く
る
（ansprechen

）」
事
が
、
解
釈
学
の
あ
ら
ゆ
る
制
約
の
中
で
も
最
高
の
制
約

で
あ
り
、
こ
こ
か
ら
、「
理
解
の
運
動
」
が
始
ま
る
と
言
う
。
こ
の
過
去
か
ら
の
「
呼
び
か
け
」
に
応
答
し
て
、「
聞
く
」
事
が
な
さ
れ
る

と
き
、
過
去
と
の
出
会
い
が
生
じ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
「
聞
く
」
と
い
う
行
為
の
中
に
、
特
定
の
伝
統
へ
の
「
帰
属
性
」「
共
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２
　
ジ
ェ
ー
ム
ズ
・
フ
ォ
ル
ツ
の
解
釈
学

ジ
ェ
ー
ム
ズ
・
Ｗ
・
フ
ォ
ル
ツ
が"W

H
A
T
D
O
ES

TH
IS

M
EA

N
?
-PrinciplesofB

iblical
Interpretation

in
the

Post-M
odern

W
orld"

に
提
示
し
た
、
ポ
ス
ト
・
モ
ダ
ン
に
お
け
る
聖
書
解
釈
の
方
法
論
を
取
り
上
げ
た
い
。
こ
の
書
は
、
ポ
ス
ト
・
モ
ダ
ン
を
視
座
に
お
い
て

の
解
釈
学
教
本
で
あ
る
。
フ
ォ
ル
ツ
は
、
ま
ず
、
神
の
聖
な
る
書
を
真
に
解
釈
す
る
こ
と
の
出
来
る
の
は
信
仰
に
よ
っ
て
で
あ
る
こ
と
を

言
い
表
し
て
、
こ
の
本
そ
の
も
の
を
規
定
し
て
い
る
。
こ
の
前
提
の
下
に
、
フ
ォ
ル
ツ
は
、
①
対
話
の
基
礎
的
三
要
素
（
す
な
わ
ち

「
著
者
」「
テ
キ
ス
ト
そ
の
も
の
」「
読
者
」）。
②
聖
書
解
釈
の
た
め
の
三
段
階
（
テ
キ
ス
ト
自
体
の
用
語
、
文
体
、
著
者
の
背
景
な
ど
が

問
題
に
さ
れ
る
基
礎
的
作
業
と
し
て
の
レ
ベ
ル
１
。
孤
立
し
た
意
味
で
な
く
、
文
脈
、
類
型
、
同
一
化
さ
れ
た
言
葉
に
よ
っ
て
、
文
化
的

意
味
、
神
学
的
意
味
を
問
う
レ
ベ
ル
２
。
言
外
の
意
味
、
す
な
わ
ち
、intertextuality

を
問
う
レ
ベ
ル
３
）。
③
「
読
者
」
の
信
仰
、
知

識
、
態
度
、
概
念
、
経
験
な
ど
が
解
釈
の
時
に
テ
キ
ス
ト
に
反
映
す
る
と
こ
ろ
の
「
第
二
の
テ
キ
ス
ト
（second-text

）」
の
設
定
。
④
解

釈
に
お
け
る
「
信
仰
の
役
割
」
と
「
聖
霊
の
働
き
」
さ
ら
に
、「
聖
書
の
キ
リ
ス
ト
中
心
性
」
を
提
示
し
て
独
自
の
解
釈
学
を
構
築
し
よ

う
と
し
て
る
(24)

。
フ
ォ
ル
ツ
の
解
釈
法
は
、
ガ
ダ
マ
ー
の
解
釈
学
に
お
け
る
「
地
平
の
融
合
」
の
理
念
と
極
め
て
類
似
し
て
い
る
。
特
に
、

「
適
用
」
に
注
目
し
て
い
る
こ
と
は
、
看
過
す
る
こ
と
の
出
来
な
い
重
要
な
点
で
あ
る
。
フ
ォ
ル
ツ
は
、「
第
二
の
テ
キ
ス
ト
（second-

text

）」
と
、
ガ
ダ
マ
ー
の
言
う
「
地
平
の
融
合
」
と
の
間
の
類
似
性
を
認
め
つ
つ
、
ガ
ダ
マ
ー
の
「
地
平
の
融
合
」
に
は
、
聖
書
解
釈
が

本
来
立
っ
て
い
る
伝
統
と
い
う
歴
史
性
が
失
わ
れ
て
い
る
と
指
摘
し
て
批
判
を
加
え
て
い
る
(25)

。
フ
ォ
ル
ツ
の
解
釈
法
は
、
ポ
ス
ト
・
モ

ダ
ン
を
視
座
に
お
い
た
、
ル
タ
ー
の
解
釈
原
理
の
再
解
釈
で
あ
る
。
フ
ォ
ル
ツ
は
、
構
造
主
義
や
ガ
ダ
マ
ー
の
用
語
や
概
念
を
用
い
、
ポ

ス
ト
・
モ
ダ
ン
の
視
座
に
立
っ
て
、
ル
タ
ー
の
解
釈
原
理
を
再
解
釈
す
る
こ
と
で
、
ポ
ス
ト
・
モ
ダ
ン
に
お
け
る
聖
書
解
釈
の
方
向
性
を

示
そ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
フ
ォ
ル
ツ
の
再
解
釈
は
、
確
か
に
緻
密
に
論
述
が
積
み
上
げ
ら
れ
て
お
り
、
納
得
的
で
は
あ
る
が
、

物
足
り
な
さ
を
感
じ
る
。
そ
れ
は
、
ル
タ
ー
が
一
番
重
視
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
「
力
こ
と
ば
」
の
強
調
が
稀
薄
化
し
て
い
る
か
ら
で
は
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四
、
結
論

以
上
、
本
稿
に
お
い
て
、
筆
者
は
、
ル
タ
ー
の
聖
餐
論
を
媒
介
に
し
、
ポ
ス
ト
・
モ
ダ
ン
の
聖
書
解
釈
の
在
り
方
を
考
察
し
た
。
ポ
ス

ト
・
モ
ダ
ン
と
い
う
状
況
の
中
で
、
み
言
葉
の
解
釈
が
現
実
か
ら
遊
離
す
る
事
な
く
、
同
時
に
実
存
論
的
解
釈
の
よ
う
に
歴
史
が
「
読
者

の
主
体
」
に
溶
解
さ
れ
る
こ
と
も
な
く
、
し
か
も
、「
語
り
こ
と
ば
」
と
し
て
常
に
人
々
に
福
音
的
慰
め
と
希
望
を
語
り
続
け
る
「
生
け

る
こ
と
ば
」
の
解
釈
で
あ
り
得
る
か
。
そ
れ
が
今
一
番
求
め
ら
れ
て
い
る
。
ポ
ス
ト
・
モ
ダ
ン
の
聖
書
解
釈
の
問
題
は
、
単
に
解
釈
学
上

の
問
題
で
は
な
い
。
み
こ
と
ば
の
宣
教
と
い
う
我
々
に
委
ね
ら
れ
た
務
め
を
、
こ
の
時
代
に
い
か
に
果
た
し
て
い
く
か
と
い
う
事
と
深
く

関
わ
っ
て
い
る
。
同
じ
意
図
を
ル
タ
ー
の
聖
書
解
釈
の
原
理
の
中
に
見
出
だ
す
事
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
ル
タ
ー
が
、
聖
書
解
釈
に
お

い
て
目
指
し
た
も
の
は
「
神
の
語
り
か
け
」
そ
の
も
の
の
追
及
で
あ
っ
た
。

ポ
ス
ト
・
モ
ダ
ン
の
聖
書
解
釈
に
お
い
て
、
共
時
性
を
強

調
す
る
余
り
反
歴
史
的
、
反
客
観
的
、
多
元
的
、
相
対
的
に
な
る
危
険
性
を
十
分
認
識
し
、
現
代
の
解
釈
学
の
多
様
性
の
中
に
あ
っ
て
、

「
文
法
的
・
歴
史
的
な
意
味
だ
け
で
あ
る
」
と
の
ル
タ
ー
の
聖
書
解
釈
の
原
理
を
再
認
識
す
る
必
要
が
あ
る
。
し
か
し
、「
聖
書
の
意
味
は
、

四
つ
で
は
な
く
、
た
だ
一
つ
で
あ
り
、
そ
れ
は
歴
史
的
・
文
法
的
な
意
味
だ
け
で
あ
る
」
と
い
う
解
釈
原
理
が
、
ル
タ
ー
に
あ
っ
て
は
、

固
定
化
し
た
も
の
で
な
く
、
共
時
的
と
も
言
え
る
含
み
を
持
っ
て
い
た
こ
と
を
認
識
す
る
時
、
ル
タ
ー
が
「
語
ら
れ
た
こ
と
ば
」
そ
の
も

の
を
重
視
を
し
て
い
た
事
は
重
要
で
あ
る
。
橋
本
昭
夫
氏
は
、
ル
タ
ー
の
聖
書
解
釈
原
理
に
言
及
し
、「
い
ま
・
こ
こ
で
」
の
ア
ク
チ
ュ

ア
ル
な
意
味
を
神
の
言
葉
で
あ
る
聖
書
か
ら
汲
み
取
る
こ
と
の
重
要
性
を
述
べ
、「
ル
タ
ー
の
聖
書
釈
義
の
基
本
的
ト
ー
ン
は
、
そ
の
キ

リ
ス
ト
へ
の
集
中
の
ゆ
え
に
、
喜
び
と
自
由
で
あ
る
」
と
言
っ
て
お
ら
れ
る
(28)

。
こ
の
ル
タ
ー
の
解
放
性
を
、
ポ
ス
ト
・
モ
ダ
ン
の
聖
書

解
釈
は
必
要
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
ル
タ
ー
の
聖
書
解
釈
の
態
度
を
、
ジ
ェ
ー
ム
ズ
・
Ｗ
・
フ
ォ
ル
ツ
お
よ
び
ガ
ダ
マ
ー
の
解
釈
学
を

引
き
合
い
に
出
し
つ
つ
、
ポ
ス
ト
・
モ
ダ
ン
の
聖
書
解
釈
と
い
う
視
点
か
ら
考
察
し
た
が
、
筆
者
に
は
、
ル
タ
ー
派
の
聖
書
学
者
で
あ
る
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通
性
」「
連
続
性
」
が
あ
る
と
い
う
。
つ
ま
り
、「
先
行
理
解
」
が
あ
る
と
言
う
の
で
あ
る
。
こ
の
過
去
の
呼
び
か
け
に
耳
を
傾
け
る
の
は
、

過
去
と
現
在
の
間
に
断
絶
が
生
じ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
と
言
う
。
つ
ま
り
、
過
去
と
の
全
き
断
絶
に
理
解
は
な
く
、
過
去
と
の
全
き
連
続

に
理
解
は
不
要
だ
か
ら
で
あ
る
。
理
解
と
は
、
こ
の
過
去
と
の
連
続
性
と
断
絶
の
両
極
の
狭
間
に
成
立
す
る
の
で
あ
る
(27)

。

こ
の
テ
キ
ス
ト
の
呼
び
か
け
に
対
し
て
耳
を
傾
け
、
問
い
か
け
ら
れ
た
そ
の
問
い
を
自
己
へ
の
問
い
と
し
て
吟
味
し
、
再
び
テ
キ
ス
ト

に
問
い
か
け
直
す
、
現
在
の
わ
れ
わ
れ
の
問
い
に
お
い
て
、
テ
キ
ス
ト
の
背
後
に
あ
る
問
い
が
問
い
直
さ
れ
る
と
い
う
プ
ロ
セ
ス
に
お
い

て
、
開
か
れ
た
問
い
の
地
平
が
形
成
さ
れ
る
。
ガ
ダ
マ
ー
は
、
そ
れ
を
「
地
平
の
融
合
」
と
呼
ん
だ
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、「
地
平
の

融
合
」
に
は
、
理
解
の
弁
証
法
的
性
格
が
あ
ら
わ
に
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ま
で
の
解
釈
的
循
環
は
、
全
体
と
部
分
に
限
ら
れ
て
い
た
が
、

い
ま
や
過
去
と
現
在
と
の
間
の
解
釈
的
循
環
へ
と
拡
大
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
過
去
の
真
理
要
求
を
現
在
の
状
況
に
「
適
用
」
す
る
、
す
な

わ
ち
「
わ
が
も
の
と
す
る
」
事
に
よ
っ
て
、
現
在
の
地
平
が
過
去
の
地
平
と
融
合
す
る
と
言
う
の
で
あ
る
(28)

。

筆
者
は
、
こ
こ
に
、
読
む
だ
け
の
「
し
る
し
こ
と
ば
」
で
な
く
、「
力
こ
と
ば
」「
い
の
ち
こ
と
ば
」「
行
為
こ
と
ば
」
で
あ
る
と
い
う

ル
タ
ー
の
真
意
が
、
現
代
的
な
意
味
で
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。「
地
平
の
融
合
」
と
い
う
ガ
ダ
マ
ー
の
解
釈

学
は
、
ま
さ
に
ポ
ス
ト
・
モ
ダ
ン
の
聖
書
解
釈
の
あ
る
べ
き
方
向
性
を
指
し
示
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
こ
の
「
地
平
の
融
合
」、
過

去
と
の
連
続
性
と
断
絶
の
両
極
の
狭
間
、
す
な
わ
ち
過
去
と
現
在
と
の
間
の
解
釈
的
循
環
へ
と
拡
大
さ
れ
た
解
釈
の
在
り
方
の
中
に
、
ポ

ス
ト
・
モ
ダ
ン
の
聖
書
解
釈
の
あ
る
べ
き
方
向
性
が
あ
る
と
言
え
る
。
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(9)

前
掲
書
、
一
七
七
頁
。

(10)

前
掲
書
、
一
〇
二
頁
。

(11)

前
掲
書
、
二
三
〇
頁
。

(12)

前
掲
書
、
二
六
一
〜
二
六
二
頁
。

(13)

前
掲
書
、
二
六
三
頁
。

(14)

前
掲
書
、
二
三
六
頁
。

(15)

江
口
再
起
、「
初
め
に
こ
と
ば
が
あ
っ
た
　
ー
　
ル
タ
ー
の
ロ
ゴ
ス
論
」『
ル
タ
ー
研
究
』
第
３
巻
、（
日
本
ル
ー
テ
ル
神
学
大
学
ル
タ
ー
研
究
所

編
聖
文
舎
、
一
九
八
七
年
）
三
五
〜
四
一
頁
。
ペ
リ
カ
ン
『
ル
タ
ー
の
聖
書
釈
義
』（
聖
文
舎
、
一
九
七
〇
年
）
五
八
〜
七
九
頁
。

(16)

Ｊ
・
エ
レ
ミ
ア
ス
『
イ
エ
ス
の
聖
餐
の
こ
と
ば
』
日
本
基
督
教
団
出
版
局
、
一
九
七
四
年
）
一
三
〜
四
五
頁
。

(17)

前
掲
書
、
五
六
〜
八
七
頁
。

(18)

前
掲
書
、
一
二
七
〜
一
三
四
頁
。

(19)

前
掲
書
、
一
三
五
〜
一
六
二
頁
。

(20)

前
掲
書
、
一
三
六
〜
二
一
四
頁
。

(21)

前
掲
書
、
二
一
六
〜
三
三
〇
頁
。

(22)

前
掲
書
、
三
三
一
〜
四
二
四
頁
。

(23)

前
掲
書
、
一
三
四
頁
。

(24)

Jam
esW

.V
oelz,W

H
A
T
D
O
ES

TH
IS

M
EA

N
?-PrinciplesofB

iblicalInterpretation
in

the
Post-M

odern
W

orld,1995,C
.P.H

,PP.18-19,156-

167,208-209,223-229,244-262.

(25)

Ibid.,pp.342-344.

(26)

丸
山
高
司
『
ガ
ダ
マ
ー
　
地
平
の
融
合
』（
講
談
社
、
一
九
九
七
年
）
五
六
〜
五
七
頁
。
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フ
ォ
ル
ツ
よ
り
も
、
む
し
ろ
「
事
柄
の
解
釈
学
」
を
提
唱
す
る
ガ
ダ
マ
ー
の
「
地
平
の
融
合
」
の
ほ
う
が
、
よ
り
ル
タ
ー
の
解
釈
態
度
に

近
い
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
ポ
ス
ト
・
モ
ダ
ン
に
お
け
る
聖
書
解
釈
に
と
っ
て
、「
文
法
的
・
歴
史
的
」
と
い
う
確
か
さ
と
、「
共
時

的
」
と
い
う
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
さ
が
求
め
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
過
去
と
の
連
続
性
と
断
絶
の
両
極
の
狭
間
、
す
な
わ
ち
過
去
と
現

在
と
の
間
の
解
釈
的
循
環
へ
と
拡
大
さ
れ
た
解
釈
の
在
り
方
の
中
に
、
ポ
ス
ト
・
モ
ダ
ン
の
聖
書
解
釈
の
あ
る
べ
き
方
向
性
が
あ
る
と
言

え
る
。
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