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イ

メ

ー

ジ

で

あ
る
。

　

創
世
記
一

2
の

地

は
、

神
が

造
っ

た

は

な
は

だ
よ

か
っ

た

す
べ

て

の

も

の

（

一

31
）

の

う
ち
の
一

つ

で

あ
り、

そ
れ

は
、

い

わ
ば

新
築
に

備
え
て

整
地
さ

れ

て

そ

の

上
に

何
も
な
い

敷
地
の

よ

う
な
も
の

で

あ
る

。

そ

れ
に

対
し
て

神
の

さ

ば

き
で

何
も
な
く
な
っ

た

荒
地
と
は

大
き
な
違
い

な

の

で

あ
る

。ア

ブ

ラ
ハ

ム

の

沈
黙
と
テ

ク

ス

ト
の

沈
黙

　
　
　

創
二

二

に

お

け
る

三
日
の

旅
路

1
岩

嵜

大

悟

　

創
世

記
二

二

章
に

お
い

て
、

ア

ブ

ラ

ハ

ム

が

神
に

イ
サ
ク

を

「

全

焼
の

供

犠
」

に

す
る

よ

う
命
じ
ら

れ

て

（

二

節
）

後
、

神
が

命
じ
た

場
所
に

到

着

す
る

（
九
節）

ま
で

の

三

日

の

旅
路

（

三

−
九

節
）

に

お
い

て
、

二

度

の

例
外
を
除
き、

ア

ブ
ラ
ハ

ム

の

発
話
は

記

述
さ
れ
て

い

な
い

。

こ

れ
は

ア

ブ
ラ
ハ

ム

物
語
に

お
い

て

神
と
の

対

話
を

通
し
て

問
題
の

解

決
や

妥
協

策
を

模

索
す
る

、

饒
舌
な
ア

ブ

ラ

ハ

ム

像
と
は

大
変、

異
質
だ

と

さ
れ

る
。

こ

の

た
め
、

こ

れ
ま
で

創
世

記
二

二

章
を
め
ぐ
る

多
く
の

解
釈
が

、

ア

ブ
ラ

ハ

ム

の

発

話
が
二

度
し
か

存
在
し

な
い

こ

と
を

根
拠
に、

「

ア

ブ

ラ
ハ

ム

の

沈
黙
」

を
主
張
し
て

き
た

。

　

本
発
表
で

は
、

ジ

ェ

ラ

ー

ル
・

ジ
ュ

ネ
ッ

ト
に

よ

り
確
立

さ
れ
た

物
語

論
に

よ

る

テ

キ

ス

ト
分
析
の

手

法
を
援
用
し
て

、

時
間
の

持
続
に

関

す
る

分
類
を

用
い

て

分
析
を
行
っ

た
。

そ
の

結
果、

創
世
記
二

二

章
は
要
約
法

と

情
景
法
か

ら

構
成
さ
れ
て

お
り、

要
約
法
に

よ

っ

て

物
語
の

場
面
が
区

切
ら

れ

て

い

る
。

三

日
の

旅
路
は
、

二

度
の

会
話
を

除
い

て
、

要
約
法
に

よ

る

が
、

ア

ブ
ラ

ハ

ム

の

帰
還

の

旅
路

も
要
約
法
に

よ
っ

て

叙
述
さ

れ
て

お

り、

物
詒
の

中
で

の

叙
述

方
法
と
し

て

違

和
感
は

存
在
し
な
い

。

つ

ま

り
、

三

日

の

旅

路
に

お

い

て

ア

ブ

ラ

ハ

ム

が

発
話
を
な
さ
な
い

こ

と

を、

ア

ブ
ラ

ハ

ム

が

旅
路
の

問
、

沈
黙
で

あ
っ

た
と

す
る
解

釈
は
こ

こ

に

描
か

れ

る

ア

ブ
ラ
ハ

ム

が

こ

れ
ま
で

の

饒
舌
な
ア

ブ

ラ
ハ

ム

像
と
齟

齬
を

き
た

す
と

考
え
る

解

釈
軒
の

理

解
に

基
づ

く
。

語
り
手
は
、

自
ら
の

関
心
に

基

づ

い

て

物
語
を

叙
述
し、

関
心
の

な
い

情
報
は

省
略
す
る
た
め
、

テ

ク

ス

ト
の

沈
黙
は

、

単
に

物
語
の

語
り

手
の

関
心
が
三
日
の

旅
路
に

お

け
る

ア

ブ
ラ
ハ

ム

の

言

説
に

は

な
い

こ

と
を
示
し
て

い

る
。

つ

ま

り
、

．
二

日

の

旅

路
に

お
け
る
テ

ク

ス

ト
の

沈
黙
は

、

一

義
的
に

ア

ブ

ラ
ハ

ム

の

沈
黙
を
意

味
せ
ず

、

両
者
は

解
釈
L
、

峻．
別

す
る

必
要
が
あ
る

。

　

そ
し
て
、

こ

れ
ま
で

の

歴

史
的
・

批

判
的
研
究
に

よ
る
三

日

の

旅

路
の

解

釈
と
し

て、

フ

ォ

ン
・

ラ

ー

ト
（

『

創
世
記
註

解
』

）

と

大

島
力
（
「

族

長
物

語
と

人
間

形
成
」
）

を

検
討
し

た
。

フ

ォ

ン

・

ラ

ー

ト
は

、

テ

ク

ス

ト
が
ア

ブ

ラ
ハ

ム

の

心
情
が

表
現
さ
れ
て

い

な
い

こ

と
を
認
め
つ

つ

も、

テ

ク
ス

ト

が
間

接
的
に

描
写
し

、

あ
る

い

は

暗
二

小

し
て

い

る

と
し

て、

テ

ク

ス

ト
の

沈
黙
か

ら
ア

ブ
ラ
ハ

ム

の

沈
黙
と

彼
の

心
情
を

読
み

取
っ

て

解

釈
を
行
っ

て

い

る
。

　

大
島
は

「

ヘ

ブ

ラ

イ
語
は
意
味
を
強
調
す
る

た

め

に

繰

り
返
し

と
い

う

手
法
を
用
い

る

が
、

こ

の

場
合
に

は、

神
の

不
条
理
で

理

不
尽
な

命
令
に

黙
々

と

従
う
ア

ブ

ラ
ハ

ム

の

様
子
を
描
き
だ

す
た

め

に
意
図
的
に

そ
の

よ

う
な

文
体
に

な
っ

て

い

る
」

と
主

張
す
る

（

三

五

頁）
。

し
か

し、

そ
の

検
討
は

な

さ
れ
て

い

な
い

。

発
表
で

は
、

第
一

に
同
じ
動
詞
の

反
復
を
強

調
と

解
し

う
る

か
、

第
二

に
強
調
と

解
し
た

場
合、

強
調

す
る

対
象
を
決

定
す
る．
要
素
は

何
か、

と

い

う
二

点
を

検
討
し

た
。

第
一

の

点
は

、

こ

こ
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で

の

動

詞
が
頻
度
の

高
い

語
で

あ
り、

し
ば

し
ば
繰
り
返
し
て

使
用
さ
れ

る
も
の

で

あ
る

。

第
二

の

点
は

、

強

調
を

発
見

す
る

の

は

解
釈
者
で

あ

る
。

ま
た、

強

調
さ
れ
る

対
象
も
テ

ク

ス

ト
か
ら
判
断

す
る

し
か
な
く、

そ
れ
を

判
断
す
る

の

も
、

ま
た
解
釈
者
で

あ
る

。

つ

ま

り、

強
調
に

力
点

を

置
く
聖

書
の

解
釈

方
法
は
通

時
的
な
も
の

で

は
な
く
、

共
時
的
な
も
の

で

あ
る

。

以
上
の

検
討
か
ら

、

同
じ
動
詞
を
重
ね
る

こ

と
を
一

様
に

強
調

と

解
す
る

の

は、

困
難
で

あ
る

。

同
時
に

、

も
し

仮
に

動
詞
の

反
復

使
用

が

強
調
だ
と
し
て

も
、

そ
の

よ

う
な
読
み

方
は

解
釈
者
に

大
き
く
依
存
す

る

も
の

で

あ
っ

た
。

こ

れ

は

作
者
の

意

図
を
探
求
し、

「

客

観
的
」

で

あ

ろ

う
と

す
る

聖

書
の

通
時
的
研

究
の

学

問
姿
勢
と
は

矛

盾
す
る

。

　
こ

れ

ま
で

、

三

凵

の

旅
路
を
ア

ブ

ラ
ハ

ム

の

沈
黙
と
し

て

解

釈
し

、

そ

こ

に

あ
た

か

も

ア
ブ

ラ

ハ

ム

の

心

情
が
吐
露

さ
れ

て

い

る

か

の

ご

と

く
読

み

込
む

解
釈
が、

神
学
的
・

信
仰
的
な

読
み
の

み

な
ら

ず
、

「

客
観
的
」

で

「

学
問
的
」

な
説
明
を

行
う
は

ず
の

歴

史
的
・

批
判
的
研
究
に

基
づ

く

聖

書
学
に
お

い

て

も
な
さ
れ
て

き
た

。

こ

の

よ

う
な
解
釈
が

長
ら

く

無
反

省
に

繰
り
返
さ

れ
て

き
た

こ

と
は
、

こ

れ

ま
で

の

歴
史
的
・

批

判
的

研
究

が

研
究
者
の

信
仰
に

よ

っ

て

テ

ク
ス

ト
か

ら

乖
離
し
て

き
た

こ

と
を

示
す

一

つ

の

好
例
で

あ
ろ

う
。

ユ

ダ

ヤ

教
の

「

呪
術
」

観

　
　

　

成
文

律
法
と

口

伝
律
法
の

比

較
か
ら

大

　
澤

　
耕

　
史

本
樶
告
は、

ユ

ダ
ヤ
教
の
一

つ
の

律
法
（
成
文
律
法
と

口

伝
律
法
）

に

お
け
る

「

呪
術
的
」

単
語
の

用
例
を
分

析
す
る

こ

と
で

、

ユ

ダ
ヤ

教
に

お

い

て

呪
術
と
い

う
も
の

が
ど

の

よ

う
な
も
の

で

あ
っ

た
の

か
、

ま
た

そ
れ

ら
が
ど
の

よ

う
に

扱
わ

れ
て

き
た
の

か
の
一

端
を
明
ら
か
に

す
る

こ

と
を

目
的
と

す
る

。

　
ユ

ダ
ヤ

教
で

は
、

口

伝
律
法
を
成
文

化
し

た
も
の

が

ミ

シ
ュ

ナ
で

あ
る

と
言
わ
れ
て

い

る

が、

そ
れ
に

足

り
な
い

も
の

を

補
完
し
た

書

物
が
ト
セ

フ

タ、

さ
ら

に

そ

の

ど
ち
ら
に

も

記
さ
れ

て

い

な
い

バ

ラ

イ

タ

と

呼
ば
れ

る

伝

承
群
が

、

タ

ル

ム

ー

ド
や

そ
の

他
の

文
献
に

散
在
し
て

い

る

と

考
え

ら
れ
て

い

る
。

加
え
て、

長
い

間
口

頭
で

の

み

伝
え
ら
れ
て

き
た

伝
承
の

性
質
上

、

今
現
在
伝
わ
っ

て

い

る
も
の

の

う
ち

、

ど
れ

だ

け
が

オ

リ

ジ

ナ

ル

の

伝
承
を

保
存
し

て

い

る

か
も

不
明
で

あ
る

。

こ

う
い

っ

た

状
況
か

ら
、

現
在
で

は

口

伝
律
法
と
い

う

伝
承
群
を

確
定
す
る

の

は

不
可
能
で

あ

る

と
い

う
意
見
も
出
て

き
て

い

る

が
、

本
報
告
で

は

現
に

存
在
し

て

い

る

伝
承
を
重

視
し
、

ミ

シ
ュ

ナ
（
ア

ル

ベ

ッ

ク

版
＋

カ

ウ

フ

マ

ン

写
本
）

と

ト
セ

フ

タ

（
ツ

ッ

ケ
ル

マ

ン

デ

ル

版
＋

各
種
写

本
）

、

そ
し

て

参
考
と

し

て

バ

ビ
ロ

ニ

ア
・

タ

ル

ム

ー

ド

（
ヴ
ィ

ル

ナ
版
）

に

残
さ

れ

て

い

る

伝
承

群
を
ま
と
め

て
、

口

伝
律
法
の
一

部
、

と
い

う
認
識
で

進
め

て

い

く。

　

本
報
告
で

は
、

ヘ

ブ

ラ

イ
語
の

単
語

、

よ

り
正

確
に

言
う
と

語
根
に
注

目

し

て

分
析
を

行
う。

広
く

「

呪

術
」

と

考
え

ら
れ

る

行
為
全

体
に

対
象

を

広
げ
る

と
、

そ
の

対
象
の

決
定
が

非
常
に

困
難
に

な

る

こ

と

が
そ
の

主

な

理
由
で

あ
る

が、

一

定
の

単
語
群
に

着
目
す
る

こ

と
で
、

複
数
の

文
献

を

扱
う
際
に
も
明
確
な
比

較
対
照
が

で

き
る

と
い

う
利
点
が

あ
る

。

ど

の

串
語
を

「

呪
術
」

的
と

考
え
る

か
に

つ

い

て

は
、

発
表
者
の

判
断
に

基
づ

く
。

対
象
と

な
る

の

は

（
以
下

、

小
文
字
は

単
語、

大
文
字
は

語
根
と

す

る
）

、

卜
O
＜▼
卜

ω
『

潤

Ω
N
霽
O
げ

く

拓

魯
鷲
冖

O

β
O
げ

閑
Qリ

ケ

」
墜
O
コ
尸

内
げ
しり

『

即

3／0（1144）
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