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「
異
邦
人
の
使
徒
」
エ
イ
レ
ナ
イ
オ
ス
が
は
じ
め
て
そ
う
呼
ん
で

い
る
ー
ー
で
あ
る
パ
ウ
ロ
は
、
彼
の
伝
道
者
と
し
て
の
活
動
に
よ
っ
て
、

古
代
世
界
に
お
い
て
キ
リ
ス
ト
教
を
ま
さ
に
「
基
礎
づ
け
た
者
」
で
あ

り
、
キ
リ
ス
ト
教
の
「
最
初
の
キ
リ
ス
ト
教
神
学
者
」
で
あ
る
と
我
々

に
は
思
わ
れ
る
。
と
り
わ
け
彼
に
よ
っ
て
キ
リ
ス
ト
教
は
、
そ
の
最
初

の
始
ま
り
で
あ
っ
た
ユ
ダ
ヤ
教
の
黙
示
録
的
メ
シ
ア
教
団
と
は
ま
っ
た

く
違
っ
た
も
の
に
な
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
我
々
は
テ
ル
ト
ゥ
リ
ア
ヌ
ス

や
オ
リ
ゲ
ネ
ス
に
至
る
ま
で
の
初
期
キ
リ
ス
ト
教
の
い
か
な
る
形
態
に

つ
い
て
も
、
伝
記
的
な
詳
細
を
知
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
け
れ
ど
も
、

し
か
し
ま
た
パ
ウ
ロ
の
場
合
も
、
そ
の
働
き
の
大
部
分
は
不
明
瞭
な
ま

ま
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
も
っ
と
も
彼
の
伝
記
の
再
構
成
が
非
常
に
断

片
的
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
必
然
的
に
異
論
の
余
地
が
あ
ろ
う
と
も
‘

そ
し
て
彼
の
神
学
の
明
確
な
解
釈
が
ど
れ
ほ
ど
困
難
な
も
の
で
あ
ろ
う

と
も
、
少
な
く
と
も
そ
れ
ら
は
や
は
り
、
こ
れ
ま
で
の
基
礎
的
な
研
究

成
果
が
彼
の
作
品
の
解
釈
学
的
な
面
に
入
る
の
を
許
す
で
あ
ろ
う
。
パ

ウ
ロ
は
ど
の
よ
う
に
ユ
ダ
ヤ
教
の
聖
典
を
扱
っ
て
い
る
の
か
、
解
釈
の

際
に
彼
が
権
威
と
す
る
も
の
は
ど
こ
に
由
来
し
て
い
る
の
か
、
真
理
の

伝
達
は
彼
に
と
っ
て
何
の
役
に
立
っ
て
い
る
の
か
、
最
終
的
に
パ
ウ
ロ

は
如
P
送
7
<
c
芯
の
も
と
で
何
を
理
解
し
て
い
る
の
か
、
こ
う
い
っ
た
問
い

を
こ
の
論
文
で
は
扱
お
う
と
思
う
。
お
そ
ら
く
明
ら
か
に
な
る
の
は
、

パ
ウ
ロ
に
お
い
て
す
で
に
現
代
の
解
釈
学
の
本
質
的
な
面
、
す
な
わ
ち

「
真
理
」
へ
の
通
路
を
創
造
し
よ
う
と
す
る
努
力
が
始
ま
っ
て
い
る
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
重
要
な
個
々
の
人
物
と
そ
れ
に
続
い

て
彼
の
言
葉
の
聞
き
手
と
が
、
ど
れ
ほ
ど
意
味
発
見
に
つ
い
て
決
定
的

(
l
)
 

で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
が
明
確
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

パ
ウ
ロ
は
、
著
名
な
ガ
マ
リ
エ
ル
の
弟
子
と
し
て
、
律
法
学
者
と
し

て
の
教
育
を
受
け
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
彼
の
聖
な
る
テ
ク
ス
ト
に
関
す
る

パ
ウ
ロ
に
お
け
る
聖
な
る
テ
ク
ス
ト
の
引
用

パ
ウ
ロ
に
よ
る
テ
ク
ス
ト
解
釈
の
さ
ら
な
る
発
展

ハ
ン
ス
・
ヨ
ア
ヒ
ム
・
ペ
ピ
ン
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あ
る
。

知
識
は
深
い
も
の
で
あ
っ
た
。
真
正
の
パ
ウ
ロ
書
簡
、

マ
の
信
徒
へ
の
手
紙

(
R
o
m
)
」
、
「
コ
リ
ン
ト
の
信
徒
へ
の
手
紙
一
・
ニ

(
1
/
2
K
o
r
)
」
、
「
ガ
ラ
テ
ヤ
の
信
徒
へ
の
手
紙

(
G
a
l
)
」
、
「
フ
ィ
リ
ピ
の

信
徒
へ
の
手
紙

(Phil)
」、

パ
ウ
ロ
は
、

つ
ま
り
「
ロ
ー

「
テ
サ
ロ
ニ
ケ
の
信
徒
へ
の
手
紙
―

(
l
T
h
e
s
s
)
」
、
「
フ
ィ
レ
モ
ン
ヘ
の
手
紙

(
P
h
l
m
)
」
の
な
か
に
は
‘

日

約
の
文
書
か
ら
の
引
用
が
お
よ
そ
九

0
個
所
見
出
さ
れ
る
。
す
で
に
こ

の
数
字
か
ら
、
聖
な
る
テ
ク
ス
ト
が
パ
ウ
ロ
に
と
っ
て
論
証
を
根
拠
づ

け
た
り
支
持
し
た
り
す
る
際
の
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
こ
と
を

知
る
こ
と
が
で
き
る
。
と
り
わ
け
際
立
っ
て
い
る
の
は
、
パ
ウ
ロ
が
旧

約
文
書
の
い
く
つ
か
の
書
を
特
別
に
扱
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
大
い
に
価
値
評
価
さ
れ
て
い
る
の
は
、
「
イ
ザ
ヤ
書

(Jes)
」
、
「
詩
篇

(
P
s
)
」
、
「
創
世
記

(
G
e
n
)
」
、
「
申
命
記

(
D
t
n
)
」
な

ら
び
に
「
予
言
書

(
D
o
d
e
k
a
p
r
o
p
h
e
t
o
n
)
」
で
あ
っ
て
、
そ
れ
に
対
し

て
、
例
え
ば
「
エ
ゼ
キ
エ
ル
書

(
E
z
)
」
、
「
エ
レ
ミ
ヤ
書

(Jer)
」
、
「
ダ

ニ
エ
ル
書

(
D
a
n
)
」
と
い
っ
た
他
の
文
書
は
注
目
さ
れ
て
い
な
い
の
で

あ
る
。
し
か
し
ま
た
、
ユ
ダ
ヤ
教
に
と
っ
て
特
に
重
要
な
歴
史
書
も
、

パ
ウ
ロ
は
考
慮
に
入
れ
な
か
っ
た
。
明
ら
か
に
、
彼
に
と
っ
て
イ
ス
ラ

エ
ル
の
歴
史
の
伝
承
は
、
何
ら
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
な
い
の
で

独
自
の
仕
方
で
聖
な
る
テ
ク
ス
ト
を
扱
っ
て
い
る
。
彼

に
受
け
継
が
れ
て
い
る
原
始
キ
リ
ス
ト
教
の
教
え
、
つ
ま
り
イ
エ
ス
は

キ
リ
ス
ト
で
あ
り
、
イ
ス
ラ
エ
ル
に
よ
っ
て
待
ち
望
ま
れ
て
い
た
メ
シ

パ
ウ
ロ
の
聖
な
る
テ
ク
ス
ト
解
釈
の
い
く
つ
か
の
特
徴
的
な
事
例
を

語
り
か
け
て
く
る
も
の
で
あ
る
。

ア
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
、
特
に
彼
は
前
提
し
て
お
り
、
同
様
に
イ
エ

ス
の
死
と
復
活
に
つ
い
て
の
S
c
h
r
i
f
t
g
e
m
a
B
h
e
i
t
を
前
提
し
て
い
る

の
だ
が
、
し
か
し
彼
は
こ
の
こ
と
を
、
聖
書
か
ら
の
引
用
を
伴
っ
た
独

自
の
論
証
に
よ
っ
て
証
明
し
よ
う
と
は
し
て
い
な
い
。
彼
は
自
ら
の
書

簡
に
お
い
て
独
自
の
神
学
的
関
心
事
を
持
っ
て
い
る
の
で
、
彼
に
と
っ

て
聖
典
へ
と
さ
か
の
ぼ
る
こ
と
は
l

皆
に
と
っ
て
な
じ
み
の
あ
る
背

景
を
目
の
当
た
り
に
し
て
、

し
て
過
去
の
も
の
で
は
な
い
。

と
り
わ
け
彼
の
独
自
の
立
場
を
書
簡

の
受
け
取
り
手
の
も
と
で
、
ま
た
敵
対
者
と
の
対
決
に
お
い
て
、
伝
承

の
異
論
の
な
い
権
威
に
よ
っ
て
根
拠
づ
け
よ
う
と
し
て
い
る
。
同
時
代

の
ユ
ダ
ヤ
教
や
原
始
キ
リ
ス
ト
教
の
共
同
体
の
対
話
相
手
と
パ
ウ
ロ
は
、

聖
な
る
テ
ク
ス
ト
は
た
だ
現
実
に
対
し
て
の
み
規
定
さ
れ
て
い
る
と
い

う
見
解
を
共
有
し
て
い
る
。
二
度
パ
ウ
ロ
は
は
っ
き
り
と
、
聖
な
る
テ

ク
ス
ト
の
言
葉
は
「
我
々
の
た
め
に
」
書
か
れ
て
い
る
と
述
べ
、
ま
た

そ
れ
と
同
時
に
ク
ム
ラ
ン
の
う
ち
に
も
見
出
さ
せ
る
個
性
的
な
解
釈
を

根
拠
づ
け
て
い
る
。
と
い
う
の
も
、
テ
ク
ス
ト
を
現
実
化
す
る
と
い
う

こ
と
が
、
そ
こ
で
展
開
さ
れ
て
い
る
ペ
シ
ェ
ル
方
法
に
た
い
へ
ん
似
て

い
る
か
ら
で
あ
る
。
あ
る
い
は
彼
は
、
聖
な
る
テ
ク
ス
ト
は
現
在
の
「
教

訓
」
な
い
し
「
訓
戒
」
の
た
め
に
書
か
れ
て
い
る
と
言
い
得
た
。
し
た

が
っ
て
、
過
去
に
明
ら
か
に
さ
れ
た
聖
な
る
テ
ク
ス
ト
の
言
葉
は
、
決

む
し
ろ
そ
れ
は
、
聞
き
手
に
直
接
的
に
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み
て
み
る
と
、
彼
と
同
時
代
の
解
釈
方
法
と
の
共
通
性
と
と
も
に
ま
た
、

そ
れ
ら
と
の
隔
た
り
も
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
さ
に
言
及
さ
れ
た
根

本
命
題
、
す
な
わ
ち
、
ど
の
聖
な
る
テ
ク
ス
ト
の
言
葉
も
直
接
的
に
現

在
に
対
し
て
規
定
さ
れ
理
解
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
引
用
は
そ
れ
が

「
聖
典
」
の
中
で
属
し
て
い
る
根
源
的
な
連
関
か
ら
独
立
し
て
、
部
分
的

に
建
築
素
材
の
よ
う
に
扱
わ
れ
得
る
と
い
う
結
果
を
も
た
ら
す
。
例
え

ば
、
い
く
つ
も
の
引
用
は
互
い
に
結
び
あ
わ
さ
れ
得
る
。
こ
の
よ
う
な

技
法
は
、
ク
ム
ラ
ン
の
う
ち
に
だ
け
見
ら
れ
る
の
で
は
な
い
。
と
き
と

し
て
パ
ウ
ロ
に
お
い
て
は
二
つ
の
よ
く
似
か
よ
っ
た
表
現
が
扱
わ
れ
て

い
る
。
例
え
ば
「
ロ
ー
マ
の
信
徒
へ
の
手
紙

(
R
o
m
)
」
9
,
2
5
以
下
で
パ

ウ
ロ
は
、
「
私
の
民
」
が
神
の
民
に
な
る
の
で
は
「
な
い
」
と
述
べ
た
ニ

つ
の
箇
所
「
ホ
セ
ア

(Hos)
」
2
,
2
5
b
c

と
2
,
l
b

と
を
結
び
つ
け
て
い

る
。
パ
ウ
ロ
は
そ
れ
を
異
邦
人
の
召
し
の
た
め
に
解
釈
し
て
い
る
。
「
ロ

ー
マ
の
信
徒
へ
の
手
紙

(
R
o
m
)
」3
,
1
0ー

1
8
で
は
こ
の
使
徒
は
、
六
つ
の

異
な
っ
た
テ
ク
ス
ト
や
テ
ク
ス
ト
の
切
り
抜
き
を
一
緒
に
並
べ
る
こ
と

さ
え
し
て
い
る
。
内
容
上
こ
れ
ら
の
表
現
は
す
べ
て
互
い
に
関
係
し
て

い
て
、

パ
ウ
ロ
に
と
っ
て
、
す
べ
て
の
人
間
、

邦
人
も
罪
の
も
と
に
あ
る
頗
落
存
在
を
示
し
て
い
る
。
そ
れ
ら
の
引
用

を
彼
は
、
引
き
合
い
に
出
し
た
テ
ク
ス
ト
の
う
ち
で
そ
れ
に
適
し
て
い

つ
ま
り
ユ
ダ
ヤ
人
も
異

な
い
表
現
は
す
べ
て
省
略
す
る
と
い
う
仕
方
で
、
短
縮
し
て
い
る
。

引
用
の
も
う
ひ
と
つ
の
仕
方
は
、
引
用
の
部
分
を
他
の
聖
な
る
テ
ク

ス
ト
の
個
所
か
ら
引
い
た
異
な
る
定
式
に
置
き
換
え
る
と
い
う
も
の
で

あ
る
。
そ
の
よ
う
な
混
合
さ
れ
た
引
用
を
私
た
ち
は
、
例
え
ば
「
ロ
ー

マ
の
信
徒
へ
の
手
紙

(
R
o
m
)
」
9
,
3
3

に
お
い
て
見
出
す
。
そ
こ
で
は
パ

ウ
ロ
は
、

I

根
源
的
に
す
で
に
キ
リ
ス
ト
教
的
に
変
更
さ
れ
た
も
の

(
1
 P
e
t
)
」
2
,
6

に
お
い
て
積
極
的

に
キ
リ
ス
ト
に
つ
い
て
用
い
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
「
隅
石
」
に

つ
い
て
の
文
言
を
「
イ
ザ
ヤ
書
(
J
e
s
)

」
1
8
,
1
4
b
か
ら
の
言
い
回
し
に
よ

っ
て
変
更
し
て
い
る
。
そ
こ
で
は
、
見
出
し
語
で
は
隣
接
し
て
い

る
ー
—
ー
「
蹟
き
の
石
」
に
つ
い
て
の
話
が
あ
る
。
修
正
さ
れ
た
引
用
は
、

何
故
に
イ
ス
ラ
エ
ル
は
そ
の
熱
意
に
も
か
か
わ
ら
ず
正
当
性
を
そ
こ
な

っ
た
の
か
を
示
す
こ
と
が
で
き
る
。
と
い
う
の
も
、
主
は
そ
の
民
に
と

し
か
し
パ
ウ
ロ
は
ま
た
、
ま
っ
た
く
独
自
に
自
由
に
眼
前
の
テ
ク
ス

ト
の
中
に
立
ち
入
っ
て
ゆ
く
こ
と
が
で
き
る
。
ひ
と
つ
の
事
例
は
‘
「
ロ

こ
こ
で
パ
ウ
ロ
は

ー
マ
の
信
徒
へ
の
手
紙

(
R
o
m
)
」
1
0
,
6
-
8

で
あ
り
、

「
申
命
記

(Dtn)
」
3
0
,
1
2ー

1
4
の
箇
所
を
引
用
し
て
い
る
。

は
、
神
の
言
葉
と
し
て
地
の
果
て
の
遠
く
に
で
は
な
く
て
、
イ
ス
ラ
エ

ル
人
の
口
と
心
の
た
だ
な
か
に
あ
る
よ
う
な
法
の
手
本
が
扱
わ
れ
て
い

る
。
パ
ウ
ロ
は
す
で
に
第
十
一
節
を
切
り
離
し
て
お
り
、
そ
こ
で
は
、

以
下
の
す
べ
て
の
発
言
が
関
連
し
て
い
る
「
律
法
」
に
つ
い
て
語
ら
れ

て
い
る
。
そ
の
う
え
彼
は
、
律
法
の
実
行
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
言
い

回
し
す
べ
て
を
省
略
し
、
第
十
四
節
に
お
い
て
、
も
う
一
度
そ
れ
が
話

題
に
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
打
ち
切
っ
て
い
る
。
そ
の
初
め
の
と
こ
ろ

っ
て
「
蹟
き
の
石
」
と
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

に
対
し
て
—
_
|
、
「
ペ
ト
ロ
の
手
紙

こ
の
節
で
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に
彼
は
、
「
申
命
記

(Dtn)
」
8
,
1
7
a
か
ら
の
引
用
、
「
汝
は
汝
の
心
の
中

で
語
る
べ
き
で
は
な
い
…
…
」
を
置
い
て
い
る
。
そ
の
よ
う
に
短
縮
さ

れ
変
更
さ
れ
た
引
用
を
パ
ウ
ロ
は
、
そ
れ
に
節
ご
と
に
注
釈
を
つ
け
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
彼
の
思
考
の
歩
み
に
役
立
つ
よ
う
に
し
て
い
る
。
信

仰
に
よ
る
義
は
、
キ
リ
ス
ト
の
昇
天
と
死
者
へ
の
下
降
と
を
反
復
す
る

こ
と
を
、
必
ず
し
も
必
要
と
し
な
い
。
彼
の
救
済
の
行
為
は
、

も
起
こ
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

他
の
場
合
に
も
ま
た
パ
ウ
ロ
は
、
彼
の
思
考
の
歩
み
に
と
っ
て
役
に

立
つ
よ
う
に
、
引
用
の
語
順
に
手
を
加
え
た
。
当
時
の
解
釈
の
原
則
に

従
え
ば
、
こ
れ
と
類
似
の
も
の
が
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
ー
同
様

の
こ
と
が
ク
ム
ラ
ン
の
う
ち
で
も
ま
た
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
I

、

し
か
し
こ
の
範
囲
内
で
は
、
ど
こ
に
も
見
当
た
ら
な
い
。
フ
ィ
ロ
ン
の

専
門
的
な
聖
書
解
釈
は
、
そ
の
よ
う
な
こ
と
を
知
ら
な
か
っ
た
。
目
立

っ
て
い
る
の
は
、
パ
ウ
ロ
が
信
仰
義
人
、
律
法
と
選
び
の
役
割
に
つ
い

て
の
彼
の
新
し
い
神
学
的
見
解
を
根
拠
づ
け
よ
う
と
す
る
と
こ
ろ
で
、

最
も
自
由
に
文
書
を
取
り
扱
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
パ
ウ
ロ

の
新
し
く
な
さ
れ
た
信
仰
理
解
は
、
根
本
的
に
彼
に
と
っ
て
、
彼
の
聖

な
る
テ
ク
ス
ト
解
釈
の
決
定
的
な
も
の
で
あ
り
、
そ
の
出
発
点
で
あ
る
。

こ
れ
ら
を
強
調
す
る
証
拠
と
し
て
引

聖
な
る
テ
ク
ス
ト
は
も
っ
ば
ら
、

き
合
い
に
出
さ
れ
る
。
意
味
発
見
を
構
成
し
て
い
る
個
々
人
の
役
割
が

(2) 

こ
れ
以
上
よ
く
示
さ
れ
る
こ
と
な
い
。

い
つ
で

フ
ィ
ロ
ン
に
お
い
て
根
本
的
で
あ
っ
た
ア
レ
ゴ
リ
ー
は
、

パ
ウ
ロ
で

少
数
で
は
あ
る
が
、
パ
ウ
ロ
に
お
い
て
も
ま
た
、
同
時
代
の
他
の
解

釈
方
法
が
見
ら
れ
る
。
「
コ
リ
ン
ト
の
信
徒
へ
の
手
紙
一

(
l
K
o
r
)
」
9
,
9

は
、
ユ
ダ
ヤ
教
に
お
い
て
も
し
ば
し
ば
用
い
ら
れ
て
い
る
類
推
の
具
体

的
な
事
例
で
あ
る
。
こ
こ
で
こ
の
使
徒
は
、
教
会
に
対
す
る
彼
の
生
活

費
の
要
求
を
根
拠
づ
け
る
た
め
に
、
「
申
命
記

(Dtn)
」
2
5
,
4

の
「
脱
穀

し
て
い
る
牛
に
口
篭
を
つ
け
て
は
な
ら
な
い
」
と
い
う
律
法
を
挙
げ
て

い
る
。
も
と
も
と
こ
の
律
法
は
、
穀
物
を
脱
穀
す
る
た
め
に
打
穀
場
で

牛
に
穂
の
上
を
歩
か
せ
る
イ
ス
ラ
エ
ル
人
の
農
夫
に
向
け
ら
れ
て
い
る

も
の
で
あ
る
。
聖
な
る
テ
ク
ス
ト
は
絶
え
ず
現
在
に
関
係
し
て
い
る
の

だ
と
い
う
根
本
命
題
が
こ
の
使
徒
に
、
「
脱
穀
し
て
い
る
牛
」
で
は
人
間

が
問
題
に
な
っ
て
い
る
の
だ
と
い
う
解
釈
を
可
能
に
し
て
お
り
、
こ
う

し
て
彼
は
、
こ
の
言
葉
を
類
推
的
に
彼
の
個
人
的
な
教
え
に
関
係
づ
け

る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

は
た
だ
極
め
て
ま
れ
に
み
ら
れ
る
だ
け
で
あ
る
。
例
え
ば
、
そ
れ
は
「
コ

リ
ン
ト
の
信
徒
へ
の
手
紙
一

(
l
K
o
r
)
」
10,1-3
に
お
い
て
類
推
と
結
び

つ
け
ら
れ
た
か
た
ち
で
現
れ
て
い
る
。
パ
ウ
ロ
は
、
す
で
に
す
べ
て
の

秘
蹟
を
所
有
し
て
い
る
た
め
に
あ
ら
ゆ
る
誘
惑
か
ら
守
ら
れ
て
い
る
の

だ
と
考
え
て
い
た
コ
リ
ン
ト
人
た
ち
を
、
先
祖
た
ち
の
警
告
を
も
っ
て

パ
ウ
ロ
に
お
け
る
類
推
と
ア
レ
ゴ
リ
ー
的
解
釈
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非
難
し
て
い
る
。
パ
ウ
ロ
に
よ
る
と
先
祖
た
ち
は
、
す
で
に
類
似
す
る

秘
蹟
を
所
有
し
て
い
た
。
洗
礼
に
対
応
し
た
の
は
、
彼
ら
が
「
雲
の
下

に
い
た
」
の
で
あ
り
、
「
海
を
通
っ
て
き
た
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し

た
が
っ
て
彼
ら
は
、
洗
礼
（
水
か
ら
す
く
い
あ
げ
る
こ
と
）
の
際
に
「
モ

ー
セ
と
名
付
け
ら
れ
た
」
の
で
あ
る
。
最
後
の
晩
餐
に
対
応
し
た
の
は
、

「
出
エ
ジ
プ
ト
記

(
E
x
)
」
1
6
f

の
飲
食
物
の
奇
跡
で
あ
る
。
こ
の
連
関
の

う
ち
で
パ
ウ
ロ
は
、
イ
ス
ラ
エ
ル
人
た
ち
が
そ
こ
か
ら
水
を
飲
ん
だ
岩

の
独
自
の
イ
メ
ー
ジ
は
荒
野
を
通
じ
て
彼
ら
の
後
に
起
こ
っ
た
と
表
明

し
て
い
る
。
「
出
エ
ジ
プ
ト
記

(
E
x
)
」
1
6
f

に
お
け
る
岩
を
知
恵
な
い
し

ぷ
y
o
？
と
し
て
ア
レ
ゴ
リ
ー
的
に
解
釈
す
る
こ
と
は
フ
ィ
ロ
ン
に
お
い

て
も
見
ら
れ
、
し
た
が
っ
て
そ
れ
は
、

に
は
よ
く
知
ら
れ
た
こ
と
で
あ
っ
た
。
パ
ウ
ロ
に
と
っ
て
、
キ
リ
ス
ト

の
岩
が
存
在
し
た
と
い
う
さ
ら
な
る
歩
み
は
自
明
の
こ
と
で
あ
る
。

こ、
T

‘J
 

こ
こ

ユ
ダ
ヤ
・
ヘ
レ
ニ
ズ
ム
的
解
釈

し
か
し
そ
の
他
の
点
で
は
‘
荒
野
に
お
け
る
出
来
事
は
無
時
間
的
に

解
釈
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
ら
の
歴
史
的
な
場
に
置
か
れ
て
い
る
。

パ
ウ
ロ
と
フ
ィ
ロ
ン
と
の
間
の
根
本
的
な
違
い
が
あ
る
。
荒

野
に
お
け
る
先
祖
た
ち
の
態
度
と
現
在
に
お
け
る
コ
リ
ン
ト
人
た
ち
の

態
度
と
の
間
に
パ
ウ
ロ
は
む
し
ろ
、

コ
リ
ン
ト
人
の
目
の
前
に
警
告
を

示
し
て
い
る
類
比
を
見
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
、
秘
蹟
を
保
持

し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
先
祖
た
ち
も
ま
た
堕
落
の
誘
惑
を
免
れ
て

(
3
)
 

い
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

救
済
史
上
の
過
去
か
ら
取
り
出
し
た
逸
話
と
現
在
と
を
対
比
す
る
と

い
う
こ
の
よ
う
な
形
式
が
、
「
予
型
論
」
と
い
う
専
門
概
念
に
よ
っ
て
特

徴
づ
け
ら
れ
る
方
法
を
構
成
し
て
い
る
。
こ
の
概
念
の
も
と
で
理
解
さ

れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
は
、
歴
史
の
よ
り
早
い
時
期
か
ら
取
り
出
し
た
出

来
事
な
い
し
人
物
を
後
の
時
期
か
ら
取
り
出
し
た
も
の
と
対
置
す
る
と

い
う
こ
と
で
あ
っ
て
、
こ
の
場
合
、
後
の
も
の
は
先
の
も
の
に
対
し
て

対
立
し
て
い
る
か
、
も
し
く
は
高
め
ら
れ
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
の
で

あ
る
。
こ
の
意
味
に
お
い
て
‘
|
|
_
そ
れ
は
す
で
に
、
ち
ょ
う
ど
選
び

出
さ
れ
た
類
比
の
事
例
で
始
ま
っ
て
い
る
1

神
は
「
予
型
的

（
さ
7
L乱
8
1
C
)
」
に
、
つ
ま
り
、
終
末
時
の
教
会
に
対
す
る
彼
の
態
度
に
と

っ
て
模
範
と
な
る
よ
う
な
仕
方
で
、
荒
野
の
世
代
に
対
し
て
振
舞
っ
た
。

し
た
が
っ
て
、
荒
野
の
世
代
の
命
運
は
終
末
時
の
教
団
の
出
来
事
に
と

っ
て
「
予
型

(
T
筍
o
r
)
」
な
の
で
あ
る
。
パ
ウ
ロ
以
前
に
は
、
こ
の
言

葉
が
こ
の
よ
う
な
意
味
で
用
い
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
は
見
当
た
ら
な
い
。

だ
が
お
よ
そ
百
年
後
に
書
か
れ
た
バ
ル
ナ
バ
書
簡
で
は
す
で
に
、
こ
の

言
葉
は
確
か
に
慣
用
句
の
中
へ
と
組
み
入
れ
ら
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ

て
、
後
の
完
成
を
目
指
し
た
原
型
と
し
て
の
予
型
と
い
う
意
義
の
創
始

者
を
パ
ウ
ロ
の
う
ち
に
見
る
こ
と
は
、
確
か
に
正
当
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ

え
、
後
の
影
響
の
こ
と
を
考
え
る
と
、
パ
ウ
ロ
の
著
作
に
お
け
る
予
型

パ
ウ
ロ
に
お
け
る
予
型
論
的
思
考
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こ
の
恩
寵
は

論
的
な
解
釈
の
原
型
の
用
法
へ
と
立
ち
入
ら
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

こ
の
方
法
は
、
続
く
世
代
と
、
そ
れ
か
ら
特
に
中
世
に
お
い
て
展
開
し
、

さ
ら
に
宗
教
的
な
も
の
の
領
域
を
は
る
か
に
超
え
て
芸
術
や
文
学
に
影

響
を
与
え
た
の
で
あ
る
。

最
も
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
の
は
、
最
初
の
人
間
で
あ
る
ア
ダ
ム
と
終

末
に
お
け
る
ア
ダ
ム
で
あ
る
キ
リ
ス
ト
と
の
間
の
予
型
論
で
あ
っ
て
、

そ
れ
は
「
ロ
ー
マ
の
信
徒
へ
の
手
紙

(
R
o
m
)
」
5
,
1
2
-
2
1

な
ら
び
に
「
コ

リ
ン
ト
の
信
徒
へ
の
手
紙
一

(lKor)
」1
5
,
2
1

と
1
5
,
4
5
-
4
7

に
あ
る
。
ユ

ダ
ヤ
的
思
弁
の
類
比
は
、
ど
の
具
体
的
な
人
間
も
一
般
的
に
罪
深
さ
を

分
有
し
て
お
り
、
そ
の
罪
と
は
「
創
世
記

(Gen)
」
3
,
1
-
2
4

に
よ
る

と
、
世
へ
と
入
っ
て
き
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
と
づ
い
て
パ
ウ
ロ

は
「
ロ
ー
マ
の
信
徒
へ
の
手
紙

(
R
o
m
)
」
5
,
2
1

で
、
次
の
よ
う
な
命
題

を
立
て
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
ア
ダ
ム
の
子
孫
で
あ
る
す
べ
て
の
人
間

は
、
具
体
的
な
行
為
に
お
い
て
繰
り
返
し
は
っ
き
り
と
す
る
罪
に
落
ち

て
い
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
で
も
や
は
り
今
や
、
最
後
の
、

つ
ま
り
完
成
さ
れ
た
人
間
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
に
お
い
て
、
そ
れ
だ
け

い
っ
そ
う
神
の
恩
寵
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
の
で
あ
っ
て
、

「
多
く
の
」
者
た
ち
の
た
め
に
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
ア
ダ
ム
と
キ
リ
ス

ト
と
は
互
い
に
、
高
く
対
置
さ
れ
て
い
る
。
パ
ウ
ロ
に
と
っ
て
重
要
で

あ
る
の
は
、
彼
が
「
ロ
ー
マ
の
信
徒
へ
の
手
紙

(
R
o
m
)
」
の
書
き
出
し

に
お
い
て
語
っ
た
よ
う
に
、
す
べ
て
の
人
間
の
責
任
は
も
は
や
究
極
的

な
意
味
を
持
っ
て
お
ら
ず
、
キ
リ
ス
ト
に
よ
っ
て
働
い
て
い
る
義
認
の

た 出
来
事
に
お
い
て
、

そ
れ
を
信
じ
る
者
に
は
、
誰
に
で
も
迂
回
路
が
開

か
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
示
す
こ
と
で
あ
る
。

直
ち
に
パ
ウ
ロ
の
神
学
の
中
核
領
域
へ
と
到
る
よ
う
な
、
よ
り
広
く

し
か
も
重
大
な
影
響
を
も
つ
予
型
論
的
思
考
の
適
用
は
、
「
キ
リ
ス
ト
に

結
ば
れ
て
（
似
v
ミ

P
L
3心
）
」
と
い
う
こ
と
の
定
式
的
な
適
用
に
あ
る
と

思
わ
れ
る
。
こ
こ
に
は
、
ま
っ
た
く
意
識
的
か
つ
反
省
的
に
遂
行
さ
れ

ユ
ダ
ヤ
教
に
お
け
る
「
法
の
中
に
（
応
V
V
o
P
心
）
」
と
い
う
こ
と
か

ら
の
離
反
が
現
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
召
命
に
よ
っ
て
パ
ウ
ロ
は
、

神
の
支
配
領
域
内
に
、

置
き
入
れ
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、

つ
ま
り
「
キ
リ
ス
ト
の
中
に
（
応
v
ミ
澄

3
心）」

召
命
に
よ
っ
て
パ
ウ
ロ
に

は
、
律
法
の
下
に
あ
る
存
在
、
つ
ま
り
「
法
の
中
に
（
応
u
v
o注
心
）
」
あ

っ
た
彼
の
今
ま
で
の
在
り
方
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ

う
な
律
法
の
下
に
あ
る
存
在
は
、
「
ト
ー
ラ
ー
」
に
従
順
で
極
端
に
熱
心

な
若
き
律
法
学
者
を
、
キ
リ
ス
ト
の
迫
害
者
に
し
た
の
で
あ
り
、
し
た

が
っ
て
ー
|
l
彼
の
後
の
自
己
理
解
で
は
明
ら
か
な
罪
人
に
し
た
の

で
あ
っ
た
。
そ
れ
で
も
や
は
り
召
命
に
よ
っ
て
パ
ウ
ロ
が
認
識
し
て
い

る
の
は
、
「
キ
リ
ス
ト
に
結
ば
れ
て
」
に
よ
る
救
済
は
「
法
の
中
に
」
と

い
う
実
存
形
式
の
位
置
に
、
そ
れ
を
凌
駕
し
つ
つ
人
間
も
完
成
さ
せ
る

と
い
う
仕
方
で
歩
み
出
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
キ
リ
ス
ト
は
実
際
、

「
信
じ
る
者
一
人
一
人
の
た
め
に
義
認
の
た
め
の
律
法
の
終
わ
り
」
を
意

味
し
て
い
る
。
パ
ウ
ロ
は
こ
の
よ
う
な
予
型
論
的
な
解
釈
に
よ
っ
て
、

聖
な
る
書
を
読
む
こ
と
に
よ
っ
て
も
ま
た
自
ら
の
正
し
い
こ
と
が
証
明
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る
。
そ
れ
で
も
や
は
り
、

さ
れ
た
と
感
じ
た
に
ち
が
い
な
い
。
さ
ま
ざ
ま
な
文
書
の
個
所
は
、
メ

シ
ア
の
待
望
へ
の
示
唆
を
含
ん
で
い
た
の
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う

か
。
「
ト
ー
ラ
ー
」
は
初
め
か
ら
、
キ
リ
ス
ト
に
よ
る
凌
駕
を
目
指
し
て

い
た
の
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
が
、
イ
ス
ラ
エ
ル
人
を

監
獄
に
閉
じ
込
め
た
か
の
よ
う
に
な
っ
て
、
彼
に
の
み
委
ね
ら
れ
た
神

の
言
葉
と
そ
の
う
ち
に
含
ま
れ
て
い
る
約
束
と
を
、
世
界
の
諸
民
族
へ

同
化
し
、
失
い
忘
れ
て
し
ま
う
こ
と
か
ら
守
っ
た
。
こ
の
こ
と
に
よ
り
、

「
ト
ー
ラ
ー
」
は
そ
の
律
法
に
よ
っ
て
「
キ
リ
ス
ト
ヘ
と
導
く
厳
格
な
教

師
」
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
予
型
と
し
て
の
法

(
T
苗`
o
r
A、Ol
ミ
or)
と

そ
れ
に
ま
さ
っ
て
対
応
予
型
と
し
て
の
キ
リ
ス
ト
（
応
V
T
L
T
苗`
o
文

塔
L
6
T
o
l
C
)

と
が
対
置
さ
せ
れ
て
い
る
と
い
う
パ
ウ
ロ
の
予
型
論
的
な

解
釈
で
は
、
律
法
が
福
音
の
啓
示
へ
と
神
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
て
い
た

の
で
あ
り
、
し
か
も
そ
れ
は
第
一
に
神
の
律
法
と
し
て
、
そ
れ
か
ら
約

束
と
し
て
と
い
う
よ
う
に
、
二
重
の
か
た
ち
に
お
い
て
で
あ
っ
た
。
先

行
す
る
律
法
が
な
か
っ
た
な
ら
ば
、
福
音
書
の
救
う
力
は
現
れ
て
は
こ

な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
予
型
の
意
味
は
|_
_
 現
代
に
お

い
て
語
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
は
|
|
_
た
だ
そ
れ
の
模
写
と
、
そ
の
う
ち
に

内
在
し
て
い
る
対
応
予
型
の
後
の
凌
駕
と
完
成
へ
の
指
示
で
あ
る
。
聖

な
る
書
に
つ
い
て
ば
か
り
で
は
な
く
、
個
々
の
人
間
の
生
の
現
実
に
つ

い
て
の
予
型
論
的
な
解
釈
は
パ
ウ
ロ
に
と
っ
て
、
古
い
も
の
と
新
し
い

も
の
と
の
結
合
の
た
め
の
理
想
的
な
道
具
と
し
て
明
ら
か
に
な
っ
て
い

こ
の
よ
う
な
新
し
い
意
味
が
開
示
さ
れ
る
の

ま、
コ．、

と 四

パ
ウ

は
、
キ
リ
ス
ト
に
ま
つ
わ
る
出
来
事
を
通
し
て
新
た
に
テ
ク
ス
ト
と
世

界
に
目
を
向
け
る
こ
と
の
で
き
る
信
者
に
と
っ
て
の
み
で
あ
っ
て
、
そ

れ
ゆ
え
こ
こ
に
は
す
で
に
、
後
の
時
代
に
「
霊
的
な
」
解
釈
と
し
て
扱

(
4
)
 

わ
れ
る
も
の
が
、
萌
芽
的
に
暗
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

霊
的
な
解
釈

予
型
論
的
な
思
考
は
、
凌
駕
し
て
ゆ
く
新
し
い
も
の
へ
の
眼
差
し
を
鋭

く
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
聖
な
る
テ
ク
ス
ト
の
霊
的
な
解
釈
の
起
源
を

よ
り
正
確
に
捉
え
る
の
に
役
立
つ
。
神
的
啓
示
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
る

こ
の
よ
う
な
テ
ク
ス
ト
と
伝
承
へ
の
通
路
は
す
で
に
、
ク
ム
ラ
ン
教
団

の
解
釈
学
的
な
テ
ク
ス
ト
研
究
に
お
い
て
―
つ
の
際
立
っ
た
端
緒
を
形

成
し
て
い
る
。
そ
の
教
団
で
は
、
霊
に
満
た
さ
れ
た
「
義
の
教
師
」
が

自
ら
解
釈
の
特
権
を
要
求
し
た
の
で
あ
っ
た
。
イ
エ
ス
の
も
と
で
は
最

終
的
に
、
彼
の
直
接
的
な
神
経
験
か
ら
生
じ
た
こ
の
よ
う
な
類
の
テ
ク

ス
ト
ヘ
の
通
路
が
、
格
別
の
意
義
を
獲
得
し
て
い
る
。
パ
ウ
ロ
に
と
っ

て
は
そ
の
霊
に
お
い
て
、
テ
ク
ス
ト
の
解
釈
へ
と
向
か
う
こ
と
が
重
要

で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
霊
が
パ
ウ
ロ
の
う
ち
で
働
い
て
い
る
と
い
う
こ

パ
ウ
ロ
の
ダ
マ
ス
コ
で
の
経
験
と
彼
に
与
え
ら
れ
た
主
の
弟
子

で
あ
る
こ
と
の
承
認
と
か
ら
間
接
的
に
由
来
す
る
の
で
は
な
い
。

ロ
自
身
は
「
コ
リ
ン
ト
の
信
徒
へ
の
手
紙
二

(
2
K
o
r
)

」
1
2
,
2
-
4
に
お
い

て
も
う
一
度
悦
惚
に
つ
い
て
、
つ
ま
り
忘
我
的
な
天
へ
の
旅
に
つ
い
て
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オ
キ
ア
と
シ
リ
ア
に
お
い
て
活
動
中
に
体
験
し
た
も
の
で
あ
り
、
お
そ

ら
く
唯
一
の
古
典
の
本
物
の
自
伝
的
な
悦
惚
の
報
告
で
あ
ろ
う
。
そ
の

際
こ
の
使
徒
は
、
自
分
が
「
身
体
の
内
部
に
い
た
の
か
外
部
に
い
た
の

か
」
を
知
ら
な
い
。
我
々
の
体
系
的
な
連
関
に
お
い
て
重
要
で
あ
る
の

は
、
パ
ウ
ロ
が
自
ら
に
ま
っ
た
＜
尋
常
な
ら
ざ
る
も
の
と
し
て
残
っ
た

こ
の
よ
う
な
悦
惚
に
、
「
コ
リ
ン
ト
の
信
徒
へ
の
手
紙
一
(
l
K
o
r
)
」
1
5
,

5
1

の
黙
示
文
学
的
秘
密
、
つ
ま
り
眠
っ
て
い
る
人
々
の
運
命
な
い
し
終

末
の
出
来
事
の
経
過
を
負
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
彼
は
そ
の

お
か
げ
で
、
ま
だ
「
い
か
な
る
目
も
見
た
こ
と
が
な
く
、
い
か
な
る
耳

も
聞
い
た
こ
と
が
な
い
」
よ
う
な
将
来
の
事
物
を
神
が
、
神
を
信
ず
る

者
た
ち
に
準
備
し
て
い
る
の
だ
と
確
信
し
て
い
る
。
彼
は
ま
た
そ
の
お

か
げ
で
、
神
は
彼
に
そ
の
霊
に
よ
っ
て
こ
の
よ
う
な
事
物
を
啓
示
し
た

の
だ
と
い
う
革
新
的
な
確
信
を
得
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
点
か
ら
理
解

さ
れ
る
こ
と
は
、
パ
ウ
ロ
に
と
っ
て
は
預
言
文
書
に
つ
い
て
の
霊
的
な

解
釈
と
現
実
の
問
題
に
つ
い
て
の
合
理
的
な
解
明
と
は
な
ん
ら
対
立
し

て
お
ら
ず
、
む
し
ろ
補
い
合
っ
て
お
り
、
実
際
、
最
終
的
に
は
「
た
だ

キ
リ
ス
ト
の
精
神
に
お
い
て
の
み
」
聖
な
る
テ
ク
ス
ト
の
現
実
的
な
理

解
が
可
能
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
う
し
て
こ
の
個
所
に
は
、

彼
の
聖
な
る
テ
ク
ス
ト
の
理
解
一
般
に
つ
い
て
の
基
本
的
表
現
が
存
在

す
る
。
し
た
が
っ
て
パ
ウ
ロ
は
聖
な
る
テ
ク
ス
ト
を
、
自
ら
の
福
音
主

義
を
告
知
す
る
た
め
に
役
立
て
て
い
る
。
と
い
う
の
も
聖
な
る
テ
ク
ス

報
じ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
彼
が
お
よ
そ
四
十
二
歳
の
と
き
、

ア
ン
テ
ィ

パ
ウ
ロ
が
強
調
し
て
い
る
よ
う
に
、
霊
が
働
い
た
理
解
に
よ
っ

て
は
じ
め
て
、
そ
の
本
来
の
意
味
を
露
わ
に
す
る
か
ら
で
あ
る
。
キ
リ

ス
ト
を
抜
き
に
し
て
聖
な
る
テ
ク
ス
ト
を
読
も
う
と
す
る
者
は
、
そ
の

本
来
の
意
味
を
理
解
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
を

拒
絶
す
る
「
会
堂
（
シ
ナ
ゴ
ー
グ
）
」
に
属
す
る
者
た
ち
は
、
実
際
ま
さ

に
キ
リ
ス
ト
を
廃
棄
し
て
し
ま
っ
た
律
法
に
よ
っ
て
、
も
は
や
生
き
る

こ
と
は
で
き
な
い
。
と
い
う
の
は
、
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
う
ち
で
古

い
契
約
が
成
就
す
る
よ
う
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
古
い

一
方
で
は
キ
リ
ス
ト
か
ら
付
与
さ
れ
た
自
由
、

聖
な
る
テ
ク
ス
ト
は
、

他
方
で
は
贈
ら
れ
た
霊
と
い
う
条
件
や
兆
し
の
も
と
で
読
ま
れ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
そ
の
よ
う
な
仕
方
で
の
み
、
そ
れ
ら
の
存
在
は
正
当
化

さ
れ
得
る
し
、
そ
れ
ら
の
妥
当
性
は
変
わ
る
こ
と
な
く
承
認
さ
れ
得
る

の
で
あ
る
。
こ
の
場
合
に
遺
産
と
の
「
霊
に
導
か
れ
た
」
対
決
が
、
と

き
に
は
遺
産
か
ら
離
れ
る
試
み
へ
と
到
る
こ
と
も
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、

自
然
の
成
り
行
き
で
あ
る
。
そ
れ
で
も
や
は
り
す
で
に
こ
の
初
期
に
お

い
て
、
キ
リ
ス
ト
教
は
古
代
の
救
済
史
的
な
背
景
が
な
け
れ
ば
ま
っ
た

く
意
味
を
な
さ
な
か
っ
た
。
そ
の
点
で
、
キ
リ
ス
ト
教
徒
と
ユ
ダ
ヤ
教

徒
と
の
対
決
は
ま
た
、
受
け
継
が
れ
て
き
た
文
化
遺
産
を
め
ぐ
る
戦
い

で
も
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
情
勢
か
ら
は
じ
め
て
、
「
ヘ
ブ
ラ
イ
人
へ
の
手

紙

(
H
e
b
r
)
」
、
「
バ
ル
ナ
バ
の
手
紙

(Barn)
」
、
マ
ル
キ
オ
ン
の
関
心

事
が
百
年
後
に
理
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
霊
的
な
解
釈

パ
ウ
ロ
が
基
礎
づ
け
た

と
そ
れ
に
も
と
づ
く
予
型
論
的
な
解
釈
と
は
、

ト
ま
、
J

‘ヽ・
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新
約
聖
書
の
時
代
に
新
約
の
テ
ク
ス
ト
の
う
ち
に
見
ら
れ
る

如

P
送
1

苫
芯
と
い
う
語
の
使
用
は
、
一
見
し
た
と
こ
ろ
で
は
‘
ギ
リ
シ

ア
・
ヘ
レ
ニ
ズ
ム
圏
内
に
お
け
る
そ
の
語
の
諸
々
の
意
味
か
ら
決
し
て

外
れ
て
は
い
な
い
。
ギ
リ
シ
ア
的
な
見
方
に
よ
れ
ば
、
人
間
に
固
有
で

あ
る
賜
物
に
属
し
て
い
る
の
は
、
感
覚
と
理
性
と
並
ん
で
、
ざ
送
m苫
芯

と
い
う
創
造
的
な
賜
物
で
あ
る
。
す
で
に
プ
ラ
ト
ン
が
強
調
し
た
よ
う

に
、
と
く
に
そ
れ
は
詩
人
に
固
有
の
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
詩
人
に

は
、
人
間
の
業
で
は
な
く
て
神
々
に
由
来
し
て
い
る
詩
作
を
芯
寄
o
<
;

ほ
r
i

娑
念
o
江
生
み
出
す
こ
と
が
与
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
た

が
っ
て
詩
人
は
、
い
わ
ば
神
性
の
代
弁
者
に
、
つ
ま
り
そ
の
通
訳
者
に

な
る
。
詩
人
に
似
か
よ
っ
て
い
る
の
は
、
神
の
霊
に
満
た
さ
れ
た
視
霊

者
で
あ
り
、
彼
は
v
o
妥
が
ら
離
れ
て
霊
感
に
も
と
づ
い
て
語
る
の
で
あ

る
。
例
え
ば
ぽ
ざ
T
ぢ
は
、
ピ
ュ
テ
ィ
ア
の
よ
う
に
、
た
だ
不
明
瞭
で
理

解
で
き
な
い
言
葉
を
発
し
、
自
分
が
見
た
り
話
し
た
り
す
る
こ
と
を
理

解
で
き
な
い
と
い
う
悦
惚
状
態
の
う
ち
に
あ
り
う
る
の
で
あ
り
、
こ
の

こ
と
を
パ
ウ
ロ
と
コ
リ
ン
ト
の
キ
リ
ス
ト
者
の
共
同
体
は
後
に
異
言
と

五

パ
ウ
ロ
に
お
け
る
5
pミ
m苫
宕
と
い
う
賜
物

き
わ
め
て
影
響
力
の
あ
る
解
釈
学
上
の
革
新
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
霊

現
象
l

別
の
言
い
方
を
す
れ
ば
こ
の
霊
と
い
う
賜
物
は
、
以
下

(
5
)
 

に
お
い
て
も
う
一
度
具
体
的
に
扱
わ
れ
る
。

の
根
は
、
終
末
時
の
神
の
民
イ
ス
ラ
エ
ル
と
し
て
原
始
教
団
に
預
言
者

の
霊
が
再
び
与
え
ら
れ
る
と
い
う
、
原
始
教
団
の
確
信
に
も
と
づ
い
て

い
る
か
ら
で
あ
る
。
新
約
聖
書
の
霊
的
賜
物
が
異
教
徒
的
託
宣
や
熱
狂

的
・
放
縦
な
祭
儀
に
依
存
し
て
い
る
こ
と
は
証
明
さ
れ
ず
、
そ
れ
ゆ
え

最
新
の
研
究
で
は
は
っ
き
り
と
拒
絶
さ
れ
て
い
る
。

パ
ウ
ロ
に
お
け
る
i
p送
m
u
e
芯
は
、
「
コ
リ
ン
ト
の
信
徒
へ
の
手
紙
―

(lKor)」
1
2
,
3
0

か
ら
判
明
す
る
よ
う
に
、
異
言
と
密
接
に
結
び
つ
い
て

お
り
、
そ
の
異
言
は
明
ら
か
に
解
釈
を
必
要
と
す
る
固
有
の
精
神
現
象

で
あ
る
。
周
囲
に
い
る
者
た
ち
に
は
た
だ
、
忘
我
的
な
呂
律
の
回
ら
ぬ

つ
ま
り
理
解
で
き
な
い
声
を
耳
に
す
る
だ
け
で
あ
る
に
も
か
か

語
り
、

名
づ
け
る
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
で
助
け
ら
れ
、
判
断
さ
れ
、
説
明
さ
れ
、

解
釈
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
は
、
視
霊
者
に
味
方
し
て
い
る
6
0
念

P
c
v

の
、
あ
る
い
は
視
霊
者
の
発
言
や
表
情
に
つ
い
て
の
5
p送
m
v
c
i
d
な
い
し

蹂

m、芯
L

？
を
与
え
る
こ
と
の
で
き
る
預
言
者
の
事
柄
で
あ
る
。
こ
の
よ

う
な
プ
ラ
ト
ン
の
霊
的
な
神
秘
説
を
パ
ウ
ロ
が
、
応
P
芯

m
苫
芯
に
つ
い
て

の
彼
の
独
自
の
理
解
で
も
っ
て
受
け
継
ぐ
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
彼
が

如

P
透
1

苫
芯
と
い
う
賜
物
、
す
な
わ
ち
翻
訳
と
置
き
換
え
と
い
う
賜
物

を
、
「
コ
リ
ン
ト
の
信
徒
へ
の
手
紙
一
(
l
K
o
r
)
」
の
な
か
で
主
題
と
し

て
お
り
、
し
か
も
さ
ざ
5
Sぽ
g
が
話
題
に
な
っ
て
い
る
文
脈
に
お
い
て
主

題
と
し
て
い
る
場
合
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
文
脈
か
ら
異
論
の
余
地
な

く
判
明
す
る
の
は
、
新
約
聖
書
の
こ
の
よ
う
な
霊
の
賜
物
の
根
が
ま
っ

た
く
ユ
ダ
ヤ
的
な
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
そ
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わ
ら
ず
、
そ
れ
で
も
や
は
り
使
徒
の
考
え
に
よ
る
と
異
言
は
、
語
る
べ

き
何
か
を
も
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
こ
の
個
所
で
、
理
解

で
き
な
い
音
声
を
翻
訳
す
る
た
め
に
、
解
釈
学
的
天
才
が
急
場
を
凌
が

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
「
コ
リ
ン
ト
の
信
徒
へ
の
手
紙
一

(
l
K
o
r
)
」
第

十
四
章
が
、
パ
ウ
ロ
が
「
翻
訳
」
と
い
う
出
来
事
の
も
と
で
具
体
的
に

理
解
し
て
い
た
こ
と
に
つ
い
て
解
明
を
与
え
る
。
パ
ウ
ロ
は
、
預
言
者

の
発
言
が
異
言
よ
り
す
ぐ
れ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
い
か
な
る
疑
い
も

残
さ
な
い
で
、
異
言
と
の
実
践
的
な
関
わ
り
を
話
題
に
し
て
い
る
。
彼

に
と
っ
て
は
、
預
言
者
の
発
言
の
優
越
性
か
ら
何
事
か
を
推
論
す
る
と

い
う
こ
と
や
、
異
言
を
礼
拝
か
ら
締
め
出
す
と
い
う
こ
と
な
ど
、
ま
っ

た
く
思
い
も
よ
ら
ぬ
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
パ
ウ
ロ
は
、
同
時
に
通
訳

者
が
居
合
わ
せ
て
い
る
場
合
に
の
み
異
言
が
語
ら
れ
る
べ
き
だ
と
い
う

こ
と
を
要
求
し
て
い
る
。
そ
こ
で
応
P
透
ive
芯
は
‘
忘
我
的
な
呂
律
の
回

ら
ぬ
発
言
を
預
言
者
的
な
言
葉
へ
と
変
え
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て

同
時
に
明
ら
か
で
あ
る
の
は
、
こ
の
翻
訳
の
場
合
に
は
決
し
て
純
粋
に

技
術
的
な
解
釈
が
問
題
に
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
異
言
を
語
る
者
は
、
人
間
に
対
し
て
で
は
な
く
て
、
神
に
対
し
て

語
っ
て
い
る
。
そ
し
て
ま
さ
に
こ
の
個
所
で
、
応
P
送
1

苫
芯
と
い
う
賜
物

が
助
け
に
な
る
。
解
釈
学
的
天
才
が
異
言
を
、
そ
れ
が
も
は
や
神
の
方

向
に
の
み
向
か
う
ば
か
り
で
な
く
、
人
間
に
も
聞
き
取
る
こ
と
が
で
き
、

理
解
で
き
る
よ
う
に
解
釈
す
る
の
で
あ
る
。
解
釈
者
は
、
異
言
を
語
る

者
が
言
葉
な
し
に
語
る
こ
と
を
、
言
葉
へ
と
も
た
ら
す
。
こ
の
よ
う
に

つ
ま
り
、

言
葉
に
も
た
ら
す
と
い
う
こ
と
は
そ
れ
自
体
す
で
に
―
つ
の
解
釈
学
的

な
出
来
事
で
あ
る
。

も
っ
と
も
パ
ウ
ロ
は
直
ち
に
、
再
び
、
こ
こ
で
人
間
に
よ
っ
て
語
ら

れ
る
言
説
が
霊
に
よ
る
の
で
あ
れ
ば
当
然
神
の
霊
が
扱
わ
れ
ね
ば
な
ら

な
い
、
と
限
定
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
霊
に
満
た
さ
れ
た

呂
律
の
回
ら
ぬ
発
言
は
悟
性
の
射
程
の
う
ち
に
は
生
じ
て
こ
な
い
た
め
、

パ
ウ
ロ
に
よ
る
と
、
そ
れ
は
悟
性
的
な
言
葉
へ
と
移
さ
れ
ね
ば
な
ら
な

い
。
し
た
が
っ
て
解
釈
学
の
課
題
は
、
神
の
霊
の
働
き
を
悟
性
的
な
言

葉
へ
と
翻
訳
す
る
と
い
う
こ
と
に
あ
る
。
あ
る
い
は
別
の
仕
方
で
定
式

化
さ
れ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
、
霊
の
経
験
を
理
性
の
射
程
の
う
ち
へ
と

も
た
ら
す
と
い
う
こ
と
に
あ
る
。
解
釈
学
が
配
慮
す
る
の
は
、
人
間
が

宗
教
的
な
経
験
の
力
に
よ
っ
て
圧
倒
さ
れ
る
と
思
わ
れ
る
ま
さ
に
そ
の

と
こ
ろ
で
、
悟
性
が
一
役
買
っ
て
出
る
こ
と
に
対
し
て
で
あ
る
。

も
う
ひ
と
つ
進
ん
だ
性
格
付
け
が
話
題
に
な
る
。
つ
ま
り
、
預
言
者

の
発
言
は
ま
た
非
信
仰
者
や
部
外
者
に
も
向
け
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。
そ
の
発
言
は
聞
く
者
の
状
況
を
暴
露
し
、
聞
く
者
の
心
の

隠
さ
れ
た
も
の
を
明
ら
か
に
す
る
。
預
言
者
は
、
的
を
射
た
言
葉
を
語

り
、
人
を
困
惑
さ
せ
る
。
こ
こ
で
き
わ
め
て
明
白
に
な
る
の
は
、
こ
の

場
合
、
恵
み
の
賜
物
が
扱
わ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
、

そ
の
成
功
が
決
し
て
ひ
と
り
解
釈
者
の
手
中
に
あ
る
の
で
は
な
い
し
、

決
し
て
な
ん
ら
か
の
方
法
的
な
技
巧
の
力
に
よ
る
の
で
も
な
い
働
き
が

扱
わ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
神
の
言
葉
に
神
無
き
人
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間
を
出
会
わ
せ
る
よ
う
に
神
の
言
葉
を
語
る
こ
と
は
、
た
し
か
に
こ
の

よ
う
な
神
の
恩
寵
の
出
来
事
で
あ
る
。

重
要
で
あ
る
の
は
、
パ
ウ
ロ
が
応
P
送

m
苫
起
と
い
う
賜
物
を
霊
の
賜
物

に
で
は
な
く
‘
恩
寵
の
賜
物
に
数
え
入
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の

背
後
に
隠
さ
れ
て
い
る
の
は
、
き
わ
め
て
大
き
な
射
程
を
持
っ
た
解
釈

の
出
来
事
で
あ
る
。
パ
ウ
ロ
が
こ
こ
で
き
ぃ
p
5溶
t

に
つ
い
て
語
る
場

合
、
彼
は
こ
の
能
力
を
密
接
に
そ
の
源
に
、
つ
ま
り
キ
リ
ス
ト
に
結
び

付
け
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
キ
リ
ス
ト
を
彼
は
、
も
っ
ぱ
ら
神
の

恩
寵
の
所
業
と
し
て
理
解
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
賜
物
を
そ
の
付

与
者
へ
と
結
び
付
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
賜
物
は
そ
の
独
自
性
を

失
う
。
そ
の
後
あ
ら
ゆ
る
霊
の
表
出
は
、
ど
の
程
度
そ
の
付
与
者
が
そ

こ
に
現
れ
る
か
と
い
う
こ
と
、
ど
の
程
度
そ
れ
が
キ
リ
ス
ト
の
霊
な
い

し
霊
な
ら
ぬ
も
の
に
場
を
与
え
る
か
と
い
う
こ
と
に
即
し
て
、
測
ら
れ

ね
ば
な
ら
な
い
。
霊
や
能
力
、
あ
る
い
は
天
分
が
イ
エ
ス
の
権
威
に
触

れ
る
場
合
、
そ
れ
は
、
た
と
え
「
キ
リ
ス
ト
教
的
に
」
振
舞
っ
て
い
よ

う
と
も
、
救
い
の
霊
で
は
な
い
。
応
P
送

m
v
c
芯
と
い
う
賜
物
に
関
係
付
け

ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
が
絶
対
的
な
「
価
値
か
ら
自
由
で

な
い
こ
と
」
を
認
め
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。

す
な
わ
ち
、

そ
れ
は
人
間
を
な
ん
ら
か
の
物
と
関
係
付
け
る
の
で
は
な

く
て
、
キ
リ
ス
ト
と
関
係
付
け
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
な
ん
ら
か
の
関

係
を
結
ぶ
の
で
は
な
く
て
、
人
間
が
持
つ
こ
と
の
で
き
る
最
も
基
本
的

な
関
係
、
つ
ま
り
、
真
の
生
と
関
係
を
結
ぶ
の
で
あ
る
。

「
コ
リ
ン
ト
の
信
徒
へ
の
手
紙
一

(
l
K
o
r
)
」
1
4
,
5

の
な
か
で
パ
ウ
ロ

は
、
応
P

逗
vc
芯
と
い
う
賜
物
を
直
接
、
預
言
と
結
び
付
け
て
、
直
ち
に

直
接
的
な
価
値
判
断
を
表
明
し
、
預
言
者
の
語
り
は
異
言
に
ま
さ
っ
て

い
る
と
述
べ
て
い
る
。
も
っ
と
も
、
異
言
が
応
P
送

m苫
因
に
よ
っ
て
翻
訳

さ
れ
る
場
合
に
は
、
こ
の
よ
う
な
判
断
は
必
要
な
い
。

5
p透
m
u
c
i
a
の
課

題
は
、
理
解
で
き
な
い
発
言
を
感
動
的
な
言
葉
に
し
、
関
係
の
欠
如
を

克
服
す
る
こ
と
で
あ
る
。

応P
送
7
苫
起
の
位
置
づ
け
に
つ
い
て
の
さ
ら
に
進
ん
だ
考
察
は
、
部
外

者
に
対
す
る
関
係
へ
向
け
ら
れ
る
。
パ
ウ
ロ
は
異
言
的
な
祈
り
を
、
そ

れ
が
部
外
者
に
は
理
解
で
き
な
い
ま
ま
で
あ
り
、
反
感
を
抱
か
せ
て
い

る
と
批
判
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
連
関
に
お
い
て
如
P
送

m
苫
芯
と
い
う

賜
物
は
、
部
外
者
も
ま
た
関
係
付
け
ら
れ
て
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る

よ
う
に
配
慮
し
て
い
る
。
解
釈
学
の
そ
の
よ
う
な
価
値
は
、
お
そ
ら
く

ほ
と
ん
ど
凌
駕
さ
れ
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
翻
訳
と
い
う
技
術
は
、
人
間

に
神
の
現
実
に
つ
い
て
知
ら
し
め
る
こ
と
以
上
に
、
ど
ん
な
優
れ
た
こ

と
を
果
た
す
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
か
。
解
釈
学
の
関
心
事
は
、
人

間
と
人
間
と
の
間
の
関
係
の
喪
失
を
克
服
す
る
こ
と
ば
か
り
か
、
人
間

と
神
と
の
無
関
係
性
、
ま
さ
に
無
神
性
を
克
服
す
る
こ
と
で
も
あ
る
。

5
p送
斎
起
は
パ
ウ
ロ
の
も
と
で
、
こ
の
よ
う
な
位
置
を
持
っ
て
い
る
。

な
ぜ
な
ら
そ
れ
は
、
開
か
れ
た
言
葉
、
つ
ま
り
通
路
を
開
く
言
葉
を
、

部
内
者
隠
語
を
越
え
て
立
て
る
か
ら
で
あ
る
。
き
わ
め
て
頻
繁
に
集
団

は
自
分
た
ち
の
言
葉
を
、
関
心
の
あ
る
客
を
含
み
入
れ
る
た
め
に
で
は
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な
く
‘

む
し
ろ
閉
め
出
す
た
め
に
用
い
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
部
内
者

の
言
葉
は
、
こ
の
使
徒
の
見
解
に
よ
れ
ば
、
言
葉
と
い
う
名
に
値
し
な

い
も
の
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
そ
れ
は
、
通
路
を
開
く
代
わ
り
に
障
壁

を
築
く
か
ら
で
あ
る
。

パ
ウ
ロ
は
個
人
の
あ
ら
ゆ
る
能
力
を
、
そ
れ
ら
が
教
会
建
設
に
役
立

つ
か
ど
う
か
と
い
う
点
で
測
っ
て
い
る
。
こ
こ
か
ら
、
ざ
遠
m苫
芯
の
意

義
が
判
明
す
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
れ
は
必
ず
し
も
パ
ウ
ロ
の
も
と

で
到
達
さ
れ
る
最
も
深
い
次
元
の
も
の
で
は
な
い
。
第
十
四
章
は
特
徴

的
な
6
も
x
e
T
C
T
i
v
3
‘甜

m、
と
い
う
見
出
し
を
掲
げ
、
愛
を
追
求
し

て
、
愛
を
そ
の
足
跡
に
と
ど
め
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
使
徒
に

と
っ
て
は
今
や
そ
れ
が
重
要
な
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
基
準
の
下
に
、

預
言
と
似
P
送

m
v
c
芯
も
ま
た
属
し
て
お
り
、
そ
れ
は
価
値
に
関
し
て
は
中

立
的
な
技
術
以
外
の
す
べ
て
の
も
の
で
あ
る
。
解
釈
学
は
、
そ
れ
が
真

実
に
理
解
さ
れ
る
問
題
と
な
る
と
こ
ろ
へ
と
到
達
し
よ
う
と
す
る
な
ら

まJ'、.

つ
ま
り
ま
さ
に
、
愛
が
唯
一
真
な
る
も
の
で
あ
る
の
か
ど
う
か
、

ど
の
程
度
そ
う
で
あ
る
の
か
と
い
う
こ
と
が
討
議
の
対
象
に
な
る
と
こ

ろ
へ
と
到
達
し
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
問
題
設
定
を
か
な
り
拡
張

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
に
パ
ウ
ロ
に
よ
っ
て
予
め
与
え
ら

れ
た
解
釈
学
的
な
事
柄
に
即
し
て
我
々
は
、
ど
れ
ほ
ど
解
釈
学
が
包
括

的
な
解
釈
の
努
力
を
し
て
い
る
か
、
ど
れ
ほ
ど
そ
れ
は
ま
た
、
固
有
な

形
式
の
外
部
に
存
す
る
原
理
へ
と
差
し
向
け
ら
れ
て
い
る
の
か
と
い
う

こ
と
を
認
識
す
る
。

こ
の
よ
う
な
些
細
で
、
お
そ
ら
く
は
重
要
で
あ
る
事
例
に
即
し
て

我
々
は
、
パ
ウ
ロ
が
準
備
し
た
解
釈
学
的
な
端
緒
の
幾
ば
く
か
を
認
識

す
る
。
す
べ
て
の
経
験
は
、
そ
れ
ら
が
新
た
に
語
ら
れ
る
こ
と
に
な
る

(
6
)
 

よ
う
な
辻
P
L
6
T
肉
の
文
脈
に
お
い
て
解
釈
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

パ
ウ
ロ
に
よ
っ
て
イ
エ
ス
に
関
す
る
事
柄
は
、
ユ
ダ
ヤ
教
の
周
辺
世

界
か
ら
ヘ
レ
ニ
ズ
ム
の
周
辺
世
界
へ
と
伝
播
さ
れ
る
。
彼
の
徹
底
的
に

反
省
さ
れ
た
召
命
体
験
の
決
定
的
な
結
果
は
、
彼
が
自
分
は
イ
ス
ラ
エ

ル
の
メ
シ
ア
で
あ
る
イ
エ
ス
を
、
全
世
界
ー
ユ
ダ
ヤ
人
と
異
邦
人

ー
の
メ
シ
ア
と
し
て
告
知
す
る
べ
く
呼
び
出
さ
れ
た
の
だ
と
知
っ
た

こ
と
に
あ
っ
た
。
自
分
自
身
ユ
ダ
ヤ
人
キ
リ
ス
ト
者
で
あ
っ
た
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
彼
は
自
分
の
固
有
の
人
格
の
た
め
に
、
ユ
ダ
ヤ
教
の
典
礼

規
則
、
つ
ま
り
「
ハ
ラ
カ
」
の
遵
守
を
も
は
や
い
か
な
る
場
合
に
も
拘

束
力
あ
る
も
の
と
は
見
な
さ
な
か
っ
た
。
人
間
が
そ
れ
ぞ
れ
の
、
「
律
法

の
業
」
を
き
わ
め
て
正
確
に
満
た
す
と
き
、
人
間
は
神
の
前
に
「
義
」

と
し
て
立
つ
の
で
は
な
い
。
決
定
的
な
の
は
、
神
に
対
す
る
無
条
件
の

信
頼
、
つ
ま
り
神
の
御
心
を
信
頼
し
て
よ
り
か
か
る
こ
と
で
あ
る
。
そ

し
て
こ
の
こ
と
を
人
間
は
ま
た
、
彼
が
「
ハ
ラ
カ
」
と
い
う
典
礼
規
則

の
特
別
に
ユ
ダ
ヤ
教
の
掟
を
満
た
す
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
に
は
関
係

な
く
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
し
た
が
っ
て
、
パ
ウ
ロ
が
行
っ
た
こ
と
は
、

六

パ
ウ
ロ
最
初
の
キ
リ
ス
ト
教
解
釈
学
者
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『
解
釈
に
つ
い
て

(
n
e
p
i
如

P
送

m
u
c
i
良
．
）
』
と
い
う

無
味
乾
燥
な
文
章
の
分
析
や
カ
テ
ゴ
リ
ー
論
の
論
理
的
な
歩
み
と
は
一

致
し
な
い
も
の
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
根
本
的
に
見
る
と
、

リ
ス
ト
テ
レ
ス
の

か
ら
生
じ
る
の
は
l

す
で
に
示
さ
れ
た
よ
う
に
|
|
_
イ
エ
ス
の
霊
の

う
ち
で
読
み
取
ら
れ
る
伝
統
と
、
イ
エ
ス
の
霊
の
う
ち
で
取
り
上
げ
ら

れ
る
律
法
と
い
う
聖
な
る
テ
ク
ス
ト
の
理
解
に
関
す
る
ま
っ
た
く
新
し

い
解
釈
で
あ
る
。

パ
ウ
ロ
は
‘
決
し
て
キ
リ
ス
ト
教
の
創
始
者
で
は
な
か
っ
た
が
、
お

そ
ら
く
最
初
の
キ
リ
ス
ト
教
神
学
者
で
あ
り
、

I

こ
れ
ま
で
に
述
べ

ら
れ
た
こ
と
か
ら
明
確
に
読
み
取
ら
れ
る
よ
う
に
l

最
初
の
キ
リ
ス

ト
教
解
釈
学
者
で
あ
っ
た
。
と
い
う
の
も
、
最
初
の
者
と
し
て
パ
ウ
ロ

は
、
解
釈
の
過
程
へ
の
霊
の
関
与
を
ふ
ま
え
て
お
り
、

こ
の
二
つ

(
5
)
 

(
6
)
 

こ
の
関
与
は
ア

(
3
 

(
4
 

注(
1
)
 

(
2
)
 

は
、
テ
ク
ス
ト
研
究
の
、

そ
れ
ど
こ
ろ
か
お
そ
ら
く
は
あ
ら
ゆ
る
解
釈

I

律
法
の
名
の
も
と
で
十
字
架
に
か
け
ら
れ
た
者
を
よ
み
が
え
ら
せ

て
、
彼
を
メ
シ
ア
な
ら
び
に
主
と
し
て
証
明
し
た
神
の
も
と
で
の
叱
責

に
包
括
的
な
「
ハ
ラ
カ
」
の
体
系
の
排
他
的
な
救
済
の
機
能
に
出

く
わ
す
と
い
う
こ
と
以
上
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
し
、

の
で
も
な
か
っ
た
。

そ
れ
以
下
の
も

と
い
う
の
も
ま
さ
に
、
十
字
架
に
か
け
ら
れ
た
者

に
対
す
る
、
つ
ま
り
神
の
キ
リ
ス
ト
と
し
て
の
具
体
的
な
イ
エ
ス
に
対

す
る
信
仰
が
、
す
べ
て
の
人
間
は
イ
エ
ス
に
よ
っ
て
神
に
到
達
す
る
こ

と
が
で
き
る
と
い
う
普
遍
的
な
公
正
さ
を
可
能
に
す
る
か
ら
で
あ
る
。

こ
れ
は
、
新
し
い
こ
と
で
あ
る
。
も
は
や
特
定
の
民
族
へ
の
帰
属
性
が

決
定
的
な
の
で
は
な
く
て
、
信
仰
が
決
定
的
な
の
で
あ
る
。
こ
の
信
仰

の
モ
デ
ル
は
正
反
対
に
対
立
し
て
い
る
。
ひ
ょ
っ
と
す
る
と
こ
こ
に
は
、

初
期
キ
リ
ス
ト
教
に
よ
る
プ
ラ
ト
ン
の
高
い
評
価
が
存
す
る
の
だ
ろ
う

か
。
い
ず
れ
に
せ
よ
パ
ウ
ロ
と
と
も
に
、
「
霊
」
と
い
う
要
素
が
現
れ
て

お
り
、

そ
れ
は
テ
ク
ス
ト
研
究
の
確
た
る
構
成
要
素
と
な
り
、
近
代
に

お
い
て
や
っ
と
再
び
廃
棄
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
よ
か
っ
た
の
か

ど
う
か
、
こ
の
こ
と
は
こ
こ
で
は
問
題
に
し
な
く
と
も
よ
い
。

し
た
が
っ
て
|
|
解
釈
学
的
に
控
え
め
に
語
る
な
ら
ば
パ
ウ
ロ

な
ら
び
に
イ
エ
ス
の
も
と
で
示
さ
れ
る
の
は
、
思
考
の
形
成
力
に
よ
っ

て
伝
統
を
そ
の
つ
ど
新
た
に
受
け
取
り
、
反
省
し
て
、
次
へ
と
渡
す
の

は
、
や
は
り
個
々
人
の
「
経
験
」
で
あ
る
l

よ
り
よ
く
言
え
ば
お
そ

ら
く
出
来
事
で
は
な
い
か
—
|
l
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
宗
教
的
な
経
験

学
的
な
反
省
の
、
新
た
な
端
緒
や
方
法
を
形
成
す
る
際
の
原
動
力
と
な

(7) 

っ
て
現
れ
る
。

Vgl• 

D
a
s
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1
9
9
1
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.
 

Vgl. 
L
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9
6
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K
o
c
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9
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