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る

と
、

自
然
な
形
で

か
つ

明
確
に

悟
ら
せ

る
よ

う
編

集
さ
れ
て

い

る
と

想

定
さ
れ
る

。

　
こ

れ
に

対
し
て

マ

タ
イ
で

は
、

そ
の

大
半
が
ユ

ダ
ヤ

人

改
宗
者
で

あ
る

と
さ
れ
る

彼
の

読
者
に

向
け
て
、

敢
え
て

多
く
の

ユ

ダ
ヤ

に

お
け
る
終
末

論
的

表
象
が

絡
め
ら
れ
つ

つ

笥

闇
」

は、

マ

ル

コ

と

同
様
に

イ
エ

ス

の

死

と
共
に
「

神
の

審
判
」

「

救
済
の

業
」

が
成
就
す
る

こ

と
の

前
触
れ
と
し
て

一

層
工

夫
が

凝
ら
さ

れ
つ

つ
、

更
に

「

イ
エ

ス

の

死
の

出

来
事
」

を
世
界

全

体
に

及
ぶ

神
の

救
済
の

業
と
の

解
釈
が
な
さ
れ

て

伝
達
さ

れ

て

い

る
。

　
ル

カ

に

お

い

て

は、

「

闇
」

は

旧

約
の

背
景
が

受
容
さ

れ

つ

つ

も
、

そ

こ

に

そ
の

文
脈
を

超
え
た

ヘ

レ

ニ

ズ
ム

・
ロ

ー

マ

世

界
の

更
な

る

背
景、

即
ち

、

偉
人
の

死
と

結
び

付
け
ら
れ

る

尋
常
な
ら

ざ
る

自
然
現
象
と
い

う

枠
組
み
が

重
ね
ら
れ

て

描
か

れ

て

い

る

と

想
定
さ

れ

る
。

ル

カ

に

お

い

て

イ

エ

ス

の

死
の

場
面

は
、

「

誕
生

物
語
」

及
び

「

幼
年

物
語
」

と

パ

ラ

レ

ル

に
、

よ

り
広
範
な
物
語
上

の

ま
た
ヘ

レ
ニ

ズ

ム
・

ロ

ー

マ

世
界
の

表
象

を

用
い

た

枠
組
み

の

中
で
、

伝
達
の

意
図
を

持
っ

て

人
な

ら
ぬ

特
別
な

る

存
在
と

し
て

解
釈
さ
れ

編
集
さ
れ

て

い

る

と

想
定
さ

れ
る
。

　
こ

の

よ

う
に、

共

観
福
音
書
に

お
け
る

「

闇
」

の

表
象
は
イ
エ

ス

の

死

の

出
来
事
の

意
味
づ

け
／
解
釈
を

象
徴
的
に

表
現
す
る
た

め
に

編
集
さ
れ

た

も
の

で

あ
り、

そ
の

意
味
づ

け
の

軌
跡
を

示
す
指
標
と

な
る

記
述
で

あ

る
こ

と
が
確
か
め

ら
れ

る

と

同
時
に、

こ

の

よ

う
な
死
を
意
味
づ

け
る

語

り
が
世
界
宗
教
キ

リ

ス

ト
教
の

発
祥
に
欠
く
こ

と

の

出
来
な
い

も
の

と

し

て

存
在
し
て

い

る

と

い

う
こ

と

が
改
め

て

確
か
め
ら

れ
る

。

オ

リ

ゲ

ネ
ス

の

著
述
活
動
と

「

テ

ク

ス

ト

共
同
体
」

出

　
村
　
み

や

子

　
「

テ

ク

ス

ト
共
同

体
」

と
い

う

言
葉
は
特
に

目
新
し
い

概
念
と

は

言
え

な

い

が
、

古
代
末
期
の

地

中
海
ロ

ー

マ

世

界
の

宗
教
思

想
を

特
徴
づ

け
る

言
葉
と

し

て

最

近

見
ら

れ
る

よ

う
に

な
っ

た

概
念
で

あ

り
（

Ω゚

「
o
≦−

α
Φ

戸

℃．
じU
「

o
≦
コ゚

ζ゚

蜜
 
ず
o

速

Ω．
しり

昌

《
α

霞）
、

特
に

ニ

ー
三

世
紀
の

古

代
ア

レ

ク

サ

ン

ド

リ
ア

の

宗
教

的
状

況
を

記
述
す
る

の

に
有
効
で

あ
る

と

思
わ
れ
る

。

フ

ィ

ロ

ン

か

ら

ク

レ

メ

ン

ス

に

継
承
さ
れ
、

オ
リ
ゲ
ネ
ス

に

お

い

て

発
展
を

見
た

創
世
記
一

六

章
の

サ

ラ

ー

ハ

ガ

ル

の

物
語
の

聖
書
解

釈
を

「

テ

ク

ス

ト

共
同
体
」

に

焦
点
を
当
て

て

比
較
す
れ
ば
、

彼
ら
の

宗

教
共
同

体
が

置
か

れ
た

当
時
の

ア

レ

ク
サ

ン

ド
リ

ア

の

文

化
状
況
や
ホ
メ

ロ

ス

解
釈
の

文
献
学
的
伝
統
の

影
響
を
受
け
な
が
ら、

各
々

が
独
白
に
聖

書
解
釈
を

行
っ

て

い

た

こ

と

が

わ

か

る
。

こ

の

創
世
記
の

箇
所
の

解
釈
は

中
世
に

お
け
る

「

神
学
の

侍
女
（

き
o

巳
眇

臣
Φ

皀
o
ゆq
ド
Φ）

と

し
て

の

哲
学
」

の

起
源
と

な
っ

た

他、

ア

レ

ク

サ
ン

ド
リ
ア

の

神
学
的
伝

統
が

多
大
な

影

響
を

後
代
の

教
会
史
に

及
ぼ

し

た

点
に
お

い

て

も
重

要
な
意

味
を
持
つ

。

　
フ

ィ

ロ

ン

の

『
予
備
教
育
』

は

創
世
記
一

六
章
に

お

け
る

サ
ラ

と
ハ

ガ

ル

の

物
語
を
予
備
教
育
と

哲
学
の

関
係
を

示
す
ア

レ

ゴ

リ

ー

（
寓
意）

と

し
て

解
釈
す
る
試
み

で

あ
り、

そ
の

背
景
に

は

当
時
の

ヘ

レ

ニ

ズ

ム

諸

都

市
に

住
む
ユ

ダ
ヤ
人
に

は
こ

の

物
語
を
字
義
通
り
に

理

解
す
る

こ

と
が

困

難
と

な

っ

て

い

た
状
況
が
あ
っ

た
。

フ

ィ

ロ

ン

は
族
長
時

代
の

物
語
を、

ア

レ

ゴ

リ
i
解
釈
を
通
じ
て

当
時
の

基
礎
教
育
や

哲

学
の

問
題
に

移
し

変

え
て

い

る

が、

彼
が
聖
書
（
「

七

十
人
訳
（

ピ

×
×）
」）

に

ギ

リ
シ

ア

の

哲

274（llO8＞
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学
的
解
釈
を
加
え
た

の

は

ア

レ

ク
サ
ン

ド
リ

ア

の

文
献
学
的
方
法
を

聖

書

に

適
用
し
よ

う
と

す
る

彼
の

同
僚
の

恣
意
的
な
校
訂
作
業
に

余
地
を

与
え

な
い

た

め

で

あ
り、

字
義
的
解
釈
が

意
味
を
な
さ

な

い

場
合
に

は

敢
え
て

哲
学

的
ア

レ

ゴ

リ

ー

を
適

用
し
て

聖

書
本
文
を
守
ろ

う
と

し
た
の

で

あ

る
。

ク

レ

メ

ン

ス

が

哲
学
の

た

め

に

弁
明
的
記
述

を

行
っ

た

背
後
に

は
、

箴．
言

五

章
三

節
に

基
づ

い

て

ヘ

レ

ニ

ズ

ム

文
化
や

哲
学
を
批

判
す
る

キ

リ

ス

ト
教
徒
た

ち
の

存
在
が

あ
っ

た
。

こ

れ
に

対
し

て

フ

ィ

ロ

ン

の

解
釈
を

継
承
し

た

ク

レ

メ

ン

ス

は
、

聖

書
解
釈
を
通
じ

て

信
仰
に

役
立
つ

限

り
に

お

い

て

世
俗
の

学
問
に
一

定
の

役
割
を

与
え
よ

う
と
し
た

。

　

オ

リ

ゲ

ネ
ス

は

創
世
記
の

「

サ

ラ

ー

ハ

ガ

ル

伝

承
」

を
予

備
教

育
と
の

関
連
で

は

な

く
、

聖

書
解
釈
法
の

文
脈
で

扱
っ

て

い

る
。

彼
は

『

諸
原
理

に

つ

い

て
』

第
四

巻
二

章
四

で

三

層
的
聖
書
解
釈
の

方

法
に

つ

い

て

述
べ

た

後
、

具
体
的
な
聖

書
箇

所
を

挙
げ
て

三

種
類
の

聖
書

解
釈

法
の

説
明
を

し

て

い

る
。

こ

こ

で

彼
は

「

ホ

メ

ロ

ス

を

ホ
メ

ロ

ス

に

よ

っ

て

解

釈
す

る
」

方

法
を
パ

ウ
ロ

の

範
例
（
ガ
ラ

テ

ア

四

章
二
一

以
下）

に

倣
っ

て

聖

書

解
釈
に

適
用
し
、

「

聖

書
を

聖

書
に

よ

っ

て

解
釈

す
る
」

聖

書
の

内
在

的

解
釈

法
を

確
立

す
る

と

共
に

、

さ
ら
に

旧

約
聖
書
の

六
欄
組
対

観
「

ヘ

ク
サ
プ
ラ
」

の

編

纂
に

際
し
て

も
ア

レ

ク

サ

ン

ド
リ

ア

の

文

献
学
的
方
法

を

積
極
的
に

採
用
し
て

い

る
。

た
だ
し

「

ヘ

ク

サ
プ
ラ

」

の

編
纂
に

際
し

て

彼
が

他
の

ギ

リ
シ

ア

語

訳
に

対
し
て

当
時
の

「

七
十
人

訳
（

ピ

×
×
）

」

を
キ
リ
ス

ト
教
の

立

場
か
ら
正
当
化

す
る

意
図
が
あ
っ

た
こ

と
は

否
定
で

き
ず、

そ
の

点
で

は

フ

ィ

ロ

ン

と
あ
る

種
の

共
通
性
が
認
め

ら

れ
る
。

　

さ
ら
に

オ
リ
ゲ
ネ
ス

は

「

雅
歌
注

解
』

の

序
文．
に
お

い

て
、

ギ
リ
シ

ア

の

三

つ

の

諸
学
（

倫
理
学、

自
然
学、

観
照
学
）

を
ソ

ロ

モ

ン

に
帰
さ
れ

る

「

箴
言
」

、

「

伝
道
の

書
」

、

「

雅
歌
」

に

対
応
さ
せ

る

と

共
に
、

ソ

ロ

モ

ン

の

優
越
性
を

借
用
論
に

よ
っ

て

示
し
、

キ

リ
ス

ト
教
教
育
に

お
い

て

は

ソ

ロ

モ

ン

の

三

つ

の

書
こ

そ
が

「

真
の

哲
学
」

で

あ
る

と
み

な

す
。

従
っ

て

オ
リ
ゲ

ネ
ス

は

予
備
教

育
と

哲
学

、

神
学
の

関
係
の

位
置
づ

け
を
巡

る

ア

レ

ク

サ

ン

ド

リ

ア

神
学
の

議
論
（

「

神
学
の

侍
女
と

し
て

の

哲
学
」

）

を

何
ら
か

意
識
し

つ

つ

も
、

教
会
共
同
体
の

中
で

予
備
教
育
や

哲
学
に

＝
疋

の

役
割
を

認
め

る

よ

う
な

議
論
を

敢
え
て

回
避

す
る

こ

と
で

、

聖
書
を
聖

書
の

み

に

よ
っ

て

解
釈
す
る

「

テ

ク

ス

ト

共
同
体
」

の

設
立
を

構
想
し

て

い

た
と

考
え
ら
れ

る
。

以
上
の

よ

う
に

フ

ィ

ロ

ン
、

ク

レ

メ

ン

ス
、

オ

リ

ゲ

ネ
ス

は

各
々

が

置
か

れ
た

共

同
体
の

具
体
的
な

状
況
に

応
じ
て

聖

書
解

釈
を
行
っ

て

お

り、
「

テ

ク

ス

ト
共

同
体
」

の

概
念
は

ア

レ

ク

サ
ン

ド
リ

ア

の

聖

書
解
釈
の

系
譜
を

辿
る

た
め

に

は

有
効
な

概
念
で

あ
る

と

考
え
ら

れ
る

。ミ

ト

ラ

教
研
究

　
　

　
　一

六

世
紀
の

ゾ

ロ

ア

ス

タ

ー

教
ペ

ル

シ

ア

語
写
本
か
ら

ー

青

　
木

健

　

筆
者
は

先
に、

一

六
世

紀
の

ゾ

ロ

ア

ス

タ
ー

教
に

お

け
る

ミ

ト
ラ

神
の

復

権
を
指
摘
し、

そ
の

原
因
は

ホ

ラ

ー

サ
ー

ン

の

ゾ

ロ

ア

ス

タ
ー

教

平
信

徒
が、

イ

ン

ド
西
海
岸
バ

ル

ー

チ

の

ゾ

ロ

ア

ス

タ
ー

教

神
官
に

宛
て

て

送

っ

た

書
簡
に
あ
る
も
の

と

推
測
し
た

。

古
代
の

神
格
に

対
す
る

信
仰
が

、

近
世
に

甦
っ

た

と
の

理
解
で

あ
る

。

だ

が、

そ
の

理
由
を
解
明

す
る

ま
で

に
は

至
ら

な
か

っ

た
。

　
そ
の

後
に

検
討
を
進
め

た

結
果、

エ
ハ

世
紀
に
な
る
と

イ
ン

ド
の

ゾ
ロ
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