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ヨ
ハ
ネ
福
音
書
の
「
歴
史
的
」
研
究
は
何
を
達
成
し
た
か

佐

々

木

啓

は
じ
め
に

先
ご
ろ
、
待
望
久
し
い
ブ
ル
ト
マ
ン
（R

.B
u
ltm

a
n
n
,
1884

一
）

1976

）
の
ヨ
ハ
ネ
福
音
書

二
）

注
解
の

三
）

邦
訳
が
漸
く
出
版
さ
れ
、
か
つ
て
修

士
論
文
を
書
く
た
め
に
、

四
）

英
訳
が
あ
る
の
も
知
ら
ず
（
そ
れ
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
て
い
た
と
し
て
も
、
今
と
違
っ
て
、
時
間
的
に
も
経

済
的
に
も
す
ぐ
に
は
そ
れ
を
入
手
で
き
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
が
）、
父
の
書
棚
に
眠
っ
て
い
た
ば
か
り
に
、
あ
ま
り
読
め
も
し
な
い
ド
イ
ツ

語
で
、
そ
れ
と
格
闘
し
た
日
々
を
懐
か
し
く
思
い
出
す
。
し
か
し
同
時
に
、
も
し
あ
の
こ
ろ
す
で
に
こ
の
翻
訳
が
あ
っ
た
な
ら
ば
、
い
つ

ま
で
た
っ
て
も
ま
と
ま
ら
な
い
私
の
研
究
も
、
も
う
少
し
ス
ピ
ー
ド
ア
ッ
プ
で
き
た
で
あ
ろ
う
に
と
、
こ
れ
か
ら
研
究
に
取
り
組
も
う
と

し
て
い
る
若
い
人
た
ち
を
羨
ま
し
く
思
う
気
持
ち
も
わ
い
て
く
る
。

そ
れ
は
と
も
か
く
、
こ
の
量
的
に
も
質
的
に
も
読
み
解
く
に
は
相
当
の
力
量
を
要
す
る
注
解
書
の
翻
訳
と
い
う
偉
業
も
さ
る
こ
と
な
が

― ―45
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ら
、
こ
の
邦
訳
さ
れ
た
ブ
ル
ト
マ
ン
の
ヨ
ハ
ネ
福
音
書
注
解
そ
の
も
の
に
寄
せ
ら
れ
た
大
貫
隆
の
解
説
に
お
け
る

五
）

賛
辞
を
は
じ
め
、
当
該

領
域
の
何
人
か
の
大
家
も
書
き
記
し
て
い
た
賛
辞
に
つ
い
て
は
、
曲
が
り
な
り
に
も
ヨ
ハ
ネ
福
音
書
を
研
究
し
て
い
る
と
称
す
る
も
の
と

し
て
、
私
も
大
い
に
首
肯
で
き
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

文
字
通
り
、
ヨ
ハ
ネ
福
音
書
の
み
な
ら
ず
、
新
約
聖
書
に
か
ん
す
る
学
問
的
研
究
の
研
究
史
を
分
け
る
「
分

六
）

水
嶺
」
と
し
て
こ
の
注
解

書
を
み
な
す
こ
と
は
、
ヨ
ハ
ネ
福
音
書
の
研
究
者
の
み
な
ら
ず
、
す
こ
し
で
も
関
連
領
域
に
携
わ
る
者
だ
れ
に
と
っ
て
も
、
異
存
が
な
い

と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
が
、
一
方
で
、
他
な
ら
ぬ
こ
う
い
っ
た
満
腔
の
賛
辞
を
惜
し
ま
な
い
ア
シ
ュ
ト
ン
（J.A

sh
to
n
,1931

）
は
、
別
な
と
こ
ろ
で

は
、
次
の
よ
う
に
も
書
い
て
い
る
。

「
彼
ら
〔
ヨ
ハ
ネ
福
音
書
研
究
者
た
ち
〕
全
て
を
越
え
て
、
ブ
ル
ト
マ
ン
は
、
学
識
、
深
さ
、
理
解
に
お
い
て
比
類
な
く
、
一
人
の
巨
人

の
ご
と
く
屹
立
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
彼
の
そ
の
傑
出
し
た
さ
ま
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
彼
が
提
起
し
た
ま
こ
と
に
重
要
な
諸
問

題
に
対
す
る
〔
彼
自
身
に
よ
る
〕
も
ろ
も
ろ
の
解
答
は
、
｜

ま
ち
が
っ
て
い
る
｜

の
で

七
）

あ
る
」。

こ
の
明
快
で
は
あ
る
が
、
と
り
よ
う
に
よ
っ
て
は
身
も
蓋
も
な
い
評
言
は
、
何
を
言
お
う
と
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
例
に
よ
っ
て
ア

シ
ュ
ト
ン
の
皮
肉
な
口
吻
な
の
で
は
あ
る
が
、
こ
れ
を
も
う
少
し
理
解
し
や
す
い
か
た
ち
に
捉
え
な
お
し
、
今
後
の
私
自
身
の
ヨ
ハ
ネ
福

音
書
研
究
の
た
め
に
な
ん
ら
か
の
具
体
的
な
手
が
か
り
を
え
よ
う
と
試
み
る
こ
と
が
、
本
稿
の
目
的
で
あ
る
。
そ
の
た
め
の
方
法
と
し
て
、

こ
こ
で
は
、
ヨ
ハ
ネ
福
音
書
テ
キ
ス
ト
原
文
そ
の
も
の
の
細
部
の
立
ち
入
っ
た
釈
義
な
ど
を
い
っ
た
ん
棚
上
げ
し
て
、
研
究
史
の
大
き
な

流
れ
を
、
私
自
身
の
関
心
に
即
し
て
た
ど
り
な
お
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
糸
口
を
見
出
し
た
い
。
も
と
よ
り
、
そ
の
大
き
な
流
れ
も
、

原
典
テ
キ
ス
ト
細
部
の
詮
索
と
不
可
分
で
あ
る
以
上
、
い
か
ほ
ど
か
は
、
そ
う
い
っ
た
テ
キ
ス
ト
細
部
と
の
結
び
つ
き
を
指
摘
す
る
場
面

ヨ
ハ
ネ
福
音
書
の
「
歴
史
的
」
研
究
は
何
を
達
成
し
た
か
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が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。

本

文

い
わ
ゆ
る
「
歴
史
的

批
判
的
〔h

isto
rica

l-critica
l ＝
h
isto

risch
-k
ritisch

〕」
方
法
と
呼
ば
れ
る
近
代
の
学
問
的
聖
書
研
究
の
勃
興

に
つ
い
て
は
、
一
八
世
紀
の
ラ
イ
マ
ー
ル
ス
（H

.S
.R
eim

a
ru
s,
1694

1768

）
あ
た
り
か
ら
論
じ
る
の
が
常
道
で
あ
ろ
う
。
あ
る
い
は
、

そ
の
先
駆
と
し
て
グ
ロ
テ
ィ
ウ
ス
（H

.G
ro
tiu
s,
1583

1645

）
や
ス
ピ
ノ
ザ
（B

.S
p
in
o
za
,
1632

1677

）
な
ど
か
ら
説
き
起
こ
す
こ

と
も
可
能
で
あ
ろ
う
。
よ
り
広
い
思
想
史
的
文
脈
か
ら
見
れ
ば
、
聖
書
の「
歴
史
的

批
判
的
」研
究
は
、
ル
ネ
サ
ン
ス
や
宗
教
改
革
を
き
っ

か
け
と
し
、
啓
蒙
主
義
時
代
に
こ
そ
そ
の
出
発
点
が
あ
る
、
と
論
じ
る
こ
と
も
で
き
る
で
あ

八
）

ろ
う
。

本
稿
で
は
、
ヨ
ハ
ネ
福
音
書
研
究
に
焦
点
を
あ
て
、
そ
し
て
、
｜

こ
の
点
が
本
稿
の
眼
目
な
の
で
あ
る
が
｜

そ
の
「
歴
史
的
」
探
究

の
「
対
象
」
の
変
遷
、
す
な
わ
ち
そ
の
「
シ
フ
ト

九
）

（sh
ift

）」、
と
い
う
観
点
か
ら
そ
れ
を
概
観
し
て
み
た
い
。

一
、
記
述
さ
れ
た
出
来
事
の
歴
史

例
え
ば
、
出
発
点
と
し
て
、
い
ま
名
前
を
あ
げ
た
グ
ロ
テ
ィ
ウ
ス
の

一
〇
）

A
n
n
otation

es

は
、
ヨ
ハ
ネ
福
音
書
に
つ
い
て
一
巻
二
八
八
頁
を

割
い
て
注
釈
し
て
い
る
が
、
ヨ
ハ
ネ
福
音
書
一
一
章
の
ラ
ザ
ロ
の
復
活
の
記
事
に
つ
い
て
概
略
次
の
よ
う
な
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。

ラ
ザ
ロ
の
復
活
は
他
の
三
つ
の
福
音
書
に
は
出
て
こ
な
い
、
つ
ま
り
こ
ん
な
に
重
大
な
話
が
ヨ
ハ
ネ
以
外
の
福
音
書
に
な
い
の
は
お
か

し
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
問
に
答
え
て
、
グ
ロ
テ
ィ
ウ
ス
は
、
そ
れ
は
、
福
音
書
記
者
マ
タ
イ
、
マ
ル
コ
、
ル
カ
が
、
ラ
ザ
ロ
や
そ

北
大
文
学
研
究
科
紀
要
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の
家
族
た
ち
を
祭
司
た
ち
の
攻
撃
か
ら
守
ろ
う
と
そ
の
話
を
秘
密
に
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
と
す
る
。
そ
し
て
、
ヨ
ハ
ネ
は
、
そ
れ
ら
三

つ
の
福
音
書
が
書
か
れ
た
何
年
も
あ
と
に
な
っ
て
、
そ
の
よ
う
な
危
険
が
も
は
や
去
っ
た
の
で
、
そ
の
出
来
事
を
書
く
こ
と
が
出
来
た
の

の
で
あ

一
一
）

る
、
と
。

ま
た
、
先
に
言
及
し
た
ラ
イ
マ
ー
ル
ス
も
ド
イ
ツ
生
ま
れ
な
が
ら
、
同
様
の
流
れ
に
属
す
る
と
み
な
さ
れ
る
の
だ
が
、
イ
ギ
リ
ス
の
い

わ
ゆ
る
理
神
論
者D

eist
ら
も
、
次
第
に
成
立
し
て
い
く
聖
書
の
「
歴
史
的

批
判
的
」
研
究
を
方
向
づ
け
る
存
在
だ
っ
た
。
そ
の
代
表
的

人
物
の
一
人
ウ
ル
ス
ト
ン
（T

h
.W

o
o
lsto

n
,
1670

1733

）
な
ど
も
、
ヨ
ハ
ネ
福
音
書
二
章
に
あ
る
カ
ナ
の
婚
礼
の
記
事
、
イ
エ
ス
が
水

を
ぶ
ど
う
酒
に
変
え
る
奇
跡
に
つ
い
て
、
イ
エ
ス
も
彼
の
母
も
酔
っ
払
っ
て
い
た
の
だ
ろ
う
、
と
言
わ
ん
ば
か
り
で
あ
り
、
イ
エ
ス
が「
大

酒
飲
み
の
仲
間
の
た
め
に
、
…
ガ
リ
ラ
ヤ
の
カ
ナ
の
町
全
体
を
酔
わ
せ
る
ほ
ど
の
…
大
量
の
ぶ
ど
う

一
二
）

酒
を
」
供
し
た
、
な
ど
と
い
う
話
を

文
字
通
り
受
け
取
る
よ
う
な
こ
と
は
、
他
な
ら
ぬ
イ
エ
ス
の
評
判
を
落
と
し
か
ね
な
い
、
と
書
い
て
い
る
。

現
在
な
ら
、
い
み
じ
く
も
聖
書
の
「
歴
史
的

批
判
的
」
研
究
と
称
す
る
も
の
な
ら
ば
、
こ
の
よ
う
な
説
明
は
し
な
い
だ
ろ
う
（
し
か
し
、

な
ぜ
そ
う
し
な
い
の
だ
ろ
う
か
？
）。
だ
が
、
彼
ら
と
て
決
し
て
ふ
ざ
け
て
い
た
わ
け
で
は
な
く
、
ウ
ル
ス
ト
ン
な
ど
も
む
し
ろ
、「
キ
リ

ス
ト
教
の
真
実
と
発
展
へ

一
三
）

の
愛
」
に
衝
き
動
か
さ
れ
て
、
こ
う
い
っ
た
あ
る
種
の
合
理
化
を
試
み
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
実
証

科
学
、
経
験
科
学
と
い
わ
れ
、
こ
ん
に
ち
も
目
覚
し
い
発
展
を
遂
げ
て
い
る
西
洋
近
代
科
学
が
成
立
し
て
く
る
当
時
に
あ
っ
て
、
い
か
ん

と
も
し
が
た
く
非
科
学
的
で
非
合
理
的
な
聖
書
の
記
述
を
何
と
か
合
理
的
に
理
解
し
よ
う
、
と
い
う
の
が
、
本
文
批
判
（tex

tu
a
l criti-

cism
＝
T
ex
tk
ritik

）
の
作
業
を
除
く
な
ら
ば
、「
歴
史
的

批
判
的
」
聖
書
研
究
の
第
一
歩
で
あ
っ
た
と
言
っ
て
い
い
だ
ろ
う
。
こ
の
段

階
で
問
題
に
な
っ
て
い
る
の
は
、
ヨ﹅
ハ﹅
ネ﹅
福﹅
音﹅
書﹅
に﹅
記﹅
述﹅
さ﹅
れ﹅
た﹅
内﹅
容﹅
の﹅
歴﹅
史﹅
、
そ﹅
の﹅
事﹅
実﹅
性﹅
、
史﹅
実﹅
性﹅
の﹅
問﹅
題﹅
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

た
だ
、
付
け
加
え
て
お
く
な
ら
、
グ
ロ
テ
ィ
ウ
ス
な
ど
は
次
の
よ
う
な
こ
と
に
も
触
れ
て
い
て
、
興
味
深
い
。
こ
れ
は
、
ヨ
ハ
ネ
の
手

― ―48
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紙
二
へ
の
導
入
に
お
い
て
、
エ
ウ
セ
ビ
オ
ス
（H

istoria E
cclesiastica

,
III,

x
x
x
ix
,
6

やV
II,
x
x
v
,
16

）
に
よ
っ
て
（
と
思
わ
れ
る

が
）、
エ
フ
ェ
ソ
に
は
ヨ
ハ
ネ
の
二
つ
の
墓
が
あ
る
こ
と
、（
イ
エ
ス
の
弟
子
）
ヨ
ハ
ネ
は
異
端
、
特
に
グ
ノ
ー
シ
ス
主
義
に
反
対
す
る
た

め
に
こ
の
福
音
書
を
書
い
た
の
で
あ
り
、
そ
の
過
程
で
グ
ノ
ー
シ
ス
主
義
の
用
語
を
用
い
て
い
る
こ
と
、
ヨ
ハ
ネ
福
音
書
の
二
一
章
は
が

ん
ら
い
福
音
書
の
一
部
だ
っ
た
の
で
は
な
く
、
後
に
な
っ
て
エ
フ
ェ
ソ
の
教
会
に
よ
っ
て
付
加
さ
れ
た
の
だ
、
な
ど
、
こ
ん
に
ち
ま
で
続

く
議
論
に
も
関
連
す
る
論
点
を
す
で
に
散
見
す
る
の
で

一
四
）

あ
る
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
共
観
福
音
書
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
ラ
ザ
ロ
の
復
活
に
き
わ
ま
る
イ
エ
ス
に
よ
る
は
な
は
だ
し
く
非
科
学
的
な
奇
跡

行
為
の
記
事
を
含
む
ヨ
ハ
ネ
福
音
書
は
、
西
洋
近
代
科
学
の
興
隆
に
と
も
な
っ
て
、
あ
る
意
味
で
窮
地
に
立
た
さ
れ
る
わ
け
だ
が
、
こ
こ

か
ら
の
シ﹅
フ﹅
ト﹅
（
も
っ
と
あ
り
て
い
に
言
え
ば
問
題
の
ず﹅
ら﹅
し﹅
）
は
、
わ
り
あ
い
容
易
に
達
成
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
ヨ
ハ
ネ
福
音
書
の
こ

の
種
の
記
述
さ
れ
た
「
内﹅
容﹅
」
の﹅
史﹅
実﹅
性﹅
に
つ
い
て
は
、
い
わ
ば
学
問
的
に
は
早
々
に
論﹅
じ﹅
ら﹅
れ﹅
な﹅
く﹅
な﹅
る﹅
の
で
あ
る
。

し
か
し
そ
の
前
に
、
テ
キ
ス
ト
の
あ
る
種
の
記
述
「
内
容
」
の
事
実
性
と
結
び
つ
く
か
た
ち
で
、
げ
ん
に
こ
の
福
音
書
を
記
し
た
著
者

は
だ
れ
か
、
と
い
う
問
題
が
さ
ま
ざ
ま
に
論
じ
ら
れ
て
い
た
。
特
に
こ
れ
は
、
テ
キ
ス
ト
を
素
直
に
読
め
ば
著
者
と
み
な
し
う
る
「
イ
エ

ス
に
愛
さ
れ
た
弟
子
」（
ヨ
ハ
ネ
福
音
書
一
三
章
二
三
節
、
二
〇
章
二
節
な
ど
）は
だ
れ
か
、
と
い
う
問
い
と
絡
ま
っ
て
、
諸
説
紛
々
な
わ

け
で
あ
る
が
、
ざ
っ
と
列
挙
す
れ
ば
、
使
徒
（＝

ゼ
ベ
ダ
イ
の
子
、
ヤ
コ
ブ
の
兄
弟
〔
マ
ル
コ
福
音
書
一
章
一
九
節
な
ど
〕）
ヨ
ハ
ネ
説
（
実

は
、
こ
れ
は
ヴ
ァ
レ
ン
テ
ィ
ノ
ス
派
が
最
初
に
主
張
し
た
の
か
も
し
れ

一
五
）

な
い
。
し
か
し
、
ブ
ラ
ウ
ン〔R

.E
.B
ro
w
n
,

一
六
）

1966

〕や
シ
ュ
ナ
ッ

ケ
ン
ブ
ル
ク
〔R
.S
ch
n
a
ck
en
b
u
rg
,

一
七
）

1979

〕
の
よ
う
な
現
代
の
注
釈
者
で
す
ら
あ
る
程
度
受
け
入
れ
て
い
る
考
え
）、
エ
フ
ェ
ソ
の
長
老

ヨ
ハ
ネ
説
（
エ
ウ
セ
ビ
オ
スH

.
E
.,
III,

x
x
x
ix
,
4

に
引
用
さ
れ
て
い
る
失
わ
れ
た
パ
ピ
ア
ス
『
主
の
言
葉
の
注
解
』
を
拠
り
ど
こ
ろ
と

し
て
ハ
ル
ナ
ッ
ク
〔A

.v
.H
a
rn
a
ck
,

一
八
）

1897

〕
や
バ
ー
ナ
ー
ド
〔J.H

.B
ern

a
rd
,

一
九
）

1928

〕
も

二
〇
）

支
持
）、
使
徒
言
行
録
（
一
五
章
三
七
節
な
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ど
）
に
パ
ウ
ロ
の
助
手
と
し
て
登
場
す
る
ヨ
ハ
ネ
・
マ
ル
コ
説
（
ヴ
ェ
ル
ハ
ウ
ゼ
ン
〔J.W

ellh
a
u
sen

,

二
一
）

1908

〕、
パ
ー
カ
ー
〔P

.P
a
rk
er,

1960,

二
二
）

1962
〕
な
ど
）、
一
部
福
音
書
記
者
ル
カ
説
（
ブ
ワ
ス
マ
〔M

.-É
.B
o
ism

a
rd
,

二
三
）

1962

〕）、
グ
ノ
ー
シ
ス
主
義
者
ケ
リ
ン
ト
ス
説
（
エ

ウ
セ
ビ
オ
スH

.
E
.II,

x
x
v
,
6

やV
I,
x
x
,
3

な
ど
に
出
て
来
る
ロ
ー
マ
の
司
祭
ガ
イ
ウ
ス
が
唱

二
四
）

え
た
、
あ
る
い
は
エ
ピ
フ
ァ
ニ
ウ
ス

P
an
arion

,
L
I,2f.

に
よ
れ
ば
ア
ロ
ギ〔
ロ
ゴ
ス
否
定
〕派
が
唱
え
た
と
ヒ
ッ
ポ
リ
ュ
ト
ス
が
言
っ
て
い
る
）、「
驚
く
ほ
ど
多
く
の
学

二
五
）

者
が
」

主
張
す
る
（
ヨ
ハ
ネ
福
音
書
一
一
章
に
よ
れ
ば
）
復
活
し
た
ラ
ザ
ロ
説
（
フ
レ
ミ
ン
グ
〔W

.K
.F
lem

in
g
,

二
六
）

1906

〕、
フ
ィ
ル
ソ
ン
〔F

.V
.

F
ilso

n
,

二
七
）

1949

〕、
エ
ッ
カ
ー
ト
〔K

.A
.E
ck
h
a
rd
t,

二
八
）

1961

〕、
サ
ン
ダ
ー
ス
〔J.N

.S
a
n
d
ers,

二
九
）

1968

〕）、
ご
く
最
近
の
説
と
し
て
は
、、

コ
リ
ン
ト
に
お
け
る
パ
ウ
ロ
の
宿
敵
ア
ポ
ロ
説
（
ペ
ト
ル
マ
ン
〔S

.P
etrem

en
t,

三
〇
）

1984

〕）、
さ
ら
に
パ
ウ
ロ
そ
の
人
説
（
ベ
ー
コ
ン
〔B

.

W
.
B
a
co
n
,

三
一
）

1910

〕）
ま
で
も
あ
る
。

こ
れ
ら
当
初
か
ら
あ
る
著
者
を
め
ぐ
る
議
論
が
今
で
も
絶
え
な
い
の
は
、
基
本
的
に
、
ラ
グ
ラ
ン
ジ
ュ
（M

.-J.L
a
g
ra
n
g
e,
1936

）
の

言
う
よ
う
に
、「
目
撃
証
言
者
に
よ
る
著
作
で
は
な
か
っ
た
と
証
明
さ
れ
た
り
す
れ
ば
、
第
四
福
音
書
は
そ
の
権
威
を
全
て
失
っ
て
し
ま
う

だ

三
二
）

ろ
う
」
と
い
っ
た
、
い
わ
ゆ
る
「
真
正
性
〔a

u
th
en
ticity

〕」
が
問
題
と
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
ん
に
ち
で
も
「
ヨ
ハ
ネ
問
題
」
と

は
こ
の
福
音
書
の
「
実
際
の
著
者
問
題
」
で
あ
る
と
す
る
立
場
が
完
全
に
な
く
な
っ
た
わ
け
で
は
な

三
三
）

い
が
、
し
か
し
、
注
解
書
な
ど
で
あ

る
程
度
論
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
問
題
で
あ
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
と
し
て
も
、
研
究
全
体
の
趨
勢
と
し
て
は
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
現

実
の
著
者
の
真
正
性
の
問
題
は
、
む
し
ろ
最
初
の
読
者
の
問
題
、
著
者
そ
の
も
と
い
う
よ
り
、
最﹅
初﹅
の﹅
現﹅
実﹅
の﹅
読﹅
者﹅
を
中
心
に
据
え
た
こ

の
テ﹅
キ﹅
ス﹅
ト﹅
の﹅
歴﹅
史﹅
的﹅
背﹅
景﹅
の
問
題
へ
と
シ
フ
ト
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
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二
、
福
音
書
の
背
景
や
起
源
と
い
う
歴
史

著
者
問
題
と
微
妙
に
絡
み
つ
い
た
ヨ
ハ
ネ
福
音
書
テ
キ
ス
ト
の
記
述
「
内
容
」
の
「
事
実
性
」・「
史
実
性
」
に
対
す
る
疑
問
は
、
た
ん

て
き
に
ル
カ
以
外
の
福
音
書
を
ま
が
い
物
と
し
て
捨
て
て
し
ま
っ
た
ユ
ニ
テ
リ
ア
ン
の
エ
ヴ
ァ
ン
ソ
ン
（E

.E
v
a
n
so
n
,
1792

）
あ
た
り
か

ら
激
し
く
な
り
、
そ
れ
に
同
調
す
る
フ
ォ
ー
ゲ
ル
（V

o
g
el,
1801

4

）
や
ホ
ル
ス
ト
（H

o
rst,1808

）、

ブ
レ
ッ
チ
ュ
ナ
イ
ダ
ー
（K

.

G
.B
retsch

n
eid
er,

1820

）
な
ど
を

三
四
）

経
て
、
シ
ュ
ト
ラ
ウ
ス
（D
.F
.S
tra
u
ss,

三
五
）

1835

）
と
バ
ウ
ア
（F

.C
.B
a
u
r,

三
六
）

1847

）
に
よ
っ
て
止

め
を
刺
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
例
外
は
シ
ュ
ラ
イ
ア
マ
ッ
ハ
ー
（F

.D
.E
.
S
ch
leierm

a
ch
er,

1768
1834

）
で
、
ヨ
ハ
ネ
の
イ
エ
ス
像

は
プ
ラ
ト
ン
や
ク
セ
ノ
フ
ォ
ン
に
よ
る
ソ
ク
ラ
テ
ス
像
よ
り
信
用
で
き
な
い
わ
け
で
は
な
い
、
と

三
七
）

し
た
。

こ
う
し
て
徐
々
に
、い
わ
ゆ
る
著
者
の
真
正
性
の
問
題
は
歴
史
的
信
用
性
の
問
題
か
ら
は
分
離
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、（
二
〇
世
紀
へ
の
）

世
紀
の
変
わ
り
目
頃
に
は
、
か
わ
っ
て
ヨ
ハ
ネ
福
音
書
の
「
起﹅
源﹅
（o

rig
in

）」
と
い
う
も
の
が
論
じ
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
し
か
し
実
は
、

シ
ュ
ト
ラ
ウ
ス
も
バ
ウ
ア
も
著
者
問
題
そ
の
も
の
で
は
な
く
、
こ
の
福
音
書
の
性
格
や
内
容
の
問
題
に
よ
り
関
心
が
あ
っ
た
の
で

三
八
）

あ
る
。

「
著
者
」
か
ら
「
起
源
」
へ
の
こ
の
シ
フ
ト
の
過
程
に
お
い
て
重
要
な
役
割
を
果
た
し
た
の
が
、
他
で
も
な
い
ド
イ
ツ
宗
教
史
学
派

（R
elig

io
n
sg
esch

ich
tlich

e S
ch
u
le

）
で
あ
る
。
ヨ
ハ
ネ
福
音
書
の
グ
ノ
ー
シ
ス
主
義
と
の
関
連
を
指
摘
し
て
い
た
ミ
ヒ
ャ
エ
リ
ス
（J.

D
.M

ich
a
elis,

三
九
）

1788

）
や
ヒ
ル
ゲ
ン
フ
ェ
ル
ト
（A

.H
ilg
en
feld

,

四
〇
）

1849

）
な
ど
を
先
駆
け
と
し
て
、
バ
ウ
ア
の
弟
子
で
あ
り
、
ド
イ
ツ

宗
教
史
学
派
の
道
備
え
を
し
た
と
さ
れ
る
プ
フ

ラ
イ
デ
ラ
ー
（O

.P
fleid

erer,
1887

）
に
よ
っ
て
、「
歴
史
的
現
象
と
し
て
の
キ
リ
ス
ト

教
は
、
全
て
の
ほ
か
の
歴
史
と
同
一
の
方
法
で
探
究
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
特
に
そ
の
起
源
に
つ
い
て
は
、
当
時
の
宗
教
的
・
倫
理
的
生

活
の
多
様
な
要
因
の
通
常
の
結
果
と
し
て
研
究
さ
れ
る
べ
き
な
の
で

四
一
）

あ
る
」、
と
い
う
定
式
化
が
な
さ
れ
る
。
こ
う
い
っ
た
宗
教
史
学
派
の

綱
要
に
基
づ
い
て
、
ブ
ッ
セ
ト
（W

.B
o
u
sset,

四
二
）

1913

）
は
ヨ
ハ
ネ
福
音
書
と
ヘ
ル
メ
ス
文
書
と
の
関
連
を
探
究
し
（
こ
れ
は
、
ラ
イ
ツ
ェ
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ン
シ
ュ
タ
イ
ン
〔R

.R
eizen

stein
,
1861

1931

〕
の
研
究
な
ど
と
と
も
に
、
後
の
ド
ッ
ド
〔C

.H
.D
o
d
d
,1953

〕
の

四
三
）

研
究
に
つ
な
が
る
）、

宗
教
史
学
派
の
路
線
の
延
長
と
し
て
ブ
ル
ト
マ
ン
は（
ヴ
レ
ー
デ〔W

.W
red

e,

四
四
）

1903

〕、
ク
ロ
イ
ェ
ン
ビ
ュ
ー
ル〔J.K

rey
en
b
u
h
l,

四
五
）

1900

〕

な
ど
の
先
駆
的
研
究
の
後
、
リ
ツ
バ
ル
ス
キ
ー
〔M

.L
id
zb
a
rsk

i,
1925

〕
に
よ
る
マ
ン
ダ
教
文
献
『
ギ
ン
ザ
』
の

四
六
）

翻
訳
を
ま
っ
て
）、
マ

ン
ダ
教
と
の
関
連
を
提
唱
し
た
の
で
あ
る
（
マ
ン
ダ
教
文
献
に
触
れ
た
最
初
の
注
解
と
し
て
は
バ
ウ
ア
ー
〔W

.B
a
u
er,

四
七
）

1925

〕
の
も
の

が
あ
る
）。

ま
た
、
同
時
期
、
宗
教
史
学
派
に
は
属
さ
な
い
が
、
同
様
に「
起
源
」の
探
究
に
促
さ
れ
た
も
の
と
し
て
、
シ
ュ
ラ
ッ
タ
ー（A

.S
ch
la
tter,

四
八
）

1902

）
や
ウ
ー
デ
ベ
リ
ー
（H

.O
d
erb

erg
,

四
九
）

1929

）
は
、
特
に
ユ
ダ
ヤ
教
ラ
ビ
文
献
と
ヨ
ハ
ネ
福
音
書
と
の
関
連
を
追
究
し
た
。
ま
た
、

こ
の
時
期
の
研
究
者
た
ち
の
ほ
と
ん
ど
は
ヨ
ハ
ネ
が
パ
ウ
ロ
に
負
っ
て
い
る
と
考
え
て
い
た
と
い
う
事
実
を
記
憶
に
と
ど
め
て
お
い
て
も

い
い
か
も
し
れ
な
い
。
ハ
ル
ナ
ッ
ク
（H
a
rn
a
ck
,
1886

）
は
ヨ
ハ
ネ
の
「
パ
ウ
ロ
的
」
キ
リ
ス
ト
と
い
う
言
い
方
を

五
〇
）

す
る
。
ブ
セ
ッ
ト
は

「
ヨ
ハ
ネ
は
パ
ウ
ロ
の
背
中
に
乗
っ
て
い
る
」
と
言

五
一
）

っ
た
。
ヴ
レ
ー
デ
も
「
パ
ウ
ロ
が
ヨ
ハ
ネ
神
学
の
前
提
で
あ
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
」

と
書

五
二
）

い
た
。
ゴ
ゲ
ル
（M

.G
o
g
u
el,
1924

）
も
、「
ヨ
ハ
ネ
の
思
想
が
パ
ウ
ロ
の
思
想
に
依
存
し
て
い
る
こ
と
は
、
こ
の
福
音
書
を
キ
リ
ス

ト
教
の
第
二
世
代
以
前
に
位
置
づ
け
ら
れ
な
い
、
と
い
う
こ
と
を
示
し
て

五
三
）

い
る
」
と
書
い
た
。

と
は
い
え
、
こ
の
時
期
も
、「
著
者
」
問
題
が
忘
れ
ら
た
わ
け
で
な
く
、
く
す
ぶ
り
続
け
て
は
い
る
の
だ
が
（
ロ
ワ
ジ
〔A

.L
o
isy
,

五
四
）

1903

〕

の
他
、
マ
イ
ア
ー
〔A

.M
ey
er,

1902

〕
の

五
五
）

報
告
、
ウ
ェ
ス
ト
コ
ッ
ト
〔B

.F
.W

estco
tt,

五
六
）

1880

〕、「
お
よ
そ
保
守
的
と
は
言
い
が

五
七
）

た
い
」

ベ
ー
コ
ン
〔B

.W
.B
a
co
n
,

五
八
）

1910

〕
す
ら
…
）、
ア
シ
ュ
ト
ン
は
こ
れ
を
、
古
い
シ
ャ
ト
ル
コ
ッ
ク
が
ボ
ロ
ボ
ロ
に
な
っ
て
も
ネ
ッ
ト
を
は

さ
ん
で
や
り
と
り
さ
れ
て
い
る
バ
ド
ミ
ン
ト
ン
に
な
ぞ
ら
え
て

五
九
）

い
る
。
し
か
し
大
勢
は
、
や
は
り
こ
の
福
音
書
の
宗
教
史
的
起
源
の
問
題

と
、
と
り
わ
け
こ
の
時
期
に
生
じ
て
く
る
も
の
と
し
て
、「
テ﹅
キ﹅
ス﹅
ト﹅
自﹅
体﹅
の﹅
歴﹅
史﹅
」と
で
も
言
う
べ
き
、
学
問
的
聖
書
研
究
に
お
け
る
伝
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統
的
な
意
味
で
のL

itera
rk
ritik

＝

文
献
批
判
的
問
題
へ
と
向
か
っ
て
い
っ
た
。
こ
こ
で
も
徐
々
に
ま
た
、
ヨ
ハ
ネ
福
音
書
の
歴
史
的
研

究
な
る
も
の
の
、
そ
の
対
象
が
シ
フ
ト
し
て
い
る
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

三
、
ヨ
ハ
ネ
福
音
書
と
い
う
テ
キ
ス
ト
の
歴
史

「
ヨ
ハ
ネ
の
主
要
な
文
学
的
問
題
は
、（
シ
ュ
ト
ラ
ウ
ス
が
「
縫
い
目
の
な
い
フ
ロ
ッ
ク
コ
ー
ト
〔jen

er
 
u
n
g
en
a
h
te L

eib
ro
ck

〕」

と
言
っ
た
こ
と
で
有
名
な
ほ
ど
）
注
目
す
べ
き
文
体
的
な
統
一
性
と
主
題
的
な
一
貫
性
が
、
多
く
の
箇
所
で
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
間
の
紛
れ
も

な
い
つ
な
が
り
の
悪
さ
と
一
緒
に
な
っ
て
い
る
こ
と
で

六
〇
）

あ
る
」
と
い
う
ミ
ー
ク
ス
の
指
摘
を
ま
つ
ま
で
も
な
く
、
ヨ
ハ
ネ
福
音
書
テ
キ
ス

ト
の
あ
ち
こ
ち
に
見
ら
れ
る
文
章
上
の
あ
る
種
の
つ
な
が
り
の
悪
さ
が
、
次
に
論
議
の
的
と
な
っ
た
。
こ
の
点
で
出
発
点
と
な
る
重
要
な

業
績
は
言
う
ま
で
も
な
く
ヴ
ェ
ル
ハ
ウ
ゼ
ン
（J.W

ellh
a
u
sen

,

六
一
）

1907

）
と
シ
ュ
ヴ
ァ
ル
ツ
（E

.S
ch
w
a
ltz,1907 /

六
二
）

1908

）
に
よ
る
も
の

六
三
）

だ
が
、
先
駆
的
な
同
種
の
ア
プ
ロ
ー
チ
と
し
て
は
、
ヴ
ァ
イ
セ
（C

.H
.W

eisse,

六
四
）

1856

）
の
も
の
が
あ
る
。
こ
う
し
て
、
キ
ュ
ン
メ
ル
に

よ
る
と
、
い
わ
ゆ
る
「
錯
簡d

isp
la
cem

en
t

仮
説
」
は
一
八
七
一
年
ま
で
に
は
提
唱
さ
れ
る
こ
と
に

六
五
）

な
る
。
ス
ト
リ
ー
タ
ー
（B

.H
.

S
treeter,

六
六
）

1924

）
は
後
に
、
こ
の
仮
説
に
つ
い
て
好
意
的
な
意
見
を
述
べ
て
い
る
（
バ
ー
ナ
ー
ド
〔J.H

.B
ern

a
rd
,

六
七
）

1928

〕
や
他
な
ら

ぬ
ブ
ル
ト

六
八
）

マ
ン
も
あ
る
程
度
そ
う
で

六
九
）

あ
る
）。

こ
う
し
て
、
現
在
で
も
有
効
な
い
く
つ
か
の
文
献
批
判＝
資
料
分
析
上
の
装
置（
仮
説
）の
原
型
が
生
み
出
さ
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
ヴ
ェ

ル
ハ
ウ
ゼ
ン
（W
elh
a
u
sen

,

七
〇
）

1907

）
に
よ
る
「（
教
会
的
）
編
集
者
」、
同
じ
く
ヴ
ェ
ル
ハ
ウ
ゼ
ン
（
同

七
一
）

1908

）
や
シ
ュ
ピ
ッ
タ
（F

.S
p
itta

,

七
二
）

1910

）
の
「
資
料
〔G

ru
n
d
sh
rift

〕」、（
後
の
ブ
ル
ト
マ
ン
を
を
髣
髴
さ
せ
る
）
ゾ
ル
タ
ウ
（G

.C
.W

.S
o
lta
u
,

七
三
）

1916

）
が
唱
え
た
二
つ

の
「
資
料
〔G

ru
n
d
sch

riften

〕」、
フ
ァ
ウ
レ
（A

.F
a
u
re,

七
四
）

1922

）
が
提
案
し
た
「
し
る
し
資
料
（
の
元
祖
）」（
ブ
ル
ト
マ
ン
の
影
に
隠
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れ
て
彼
は
研
究
史
の
な
か
で
正
当
に
評
価
さ
れ
て
い
な
い
、
と
ア
シ
ュ
ト
ン
は

七
五
）

い
う
）
な
ど
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
資
料
仮
説
、

す
な
わ
ち
現
テ
キ
ス
ト
か
ら
の
資
料
の
再
現
に
か
ん
し
て
は
、「
錯
簡
仮
説
」
の
方
の
支
持
者
ス
ト
リ
ー
タ
ー
は
、「〔
そ
う
い
っ
た
〕
資
料

仮
説
が
前
提
と
す
る
な
に
か
大
き
な
拡
大
、
削
除
、
並
べ
替
え
、
適
用
な
ど
が
資
料
に
加
え
ら
れ
て
い
る
な
ら
ば
、
そ
う
い
っ
た
手
続
き

を
解
き
ほ
ぐ
せ
る
と
い
う
言
い
ぐ
さ
は
グ
ロ
テ
ス
ク
で
あ
る
。
ま
る
で
ソ
ー
セ
ー
ジ
の
つ
な
が
り
か
ら
豚
を
再
現
し
よ
う
と
す
る
よ
う
な

も

七
六
）

の
だ
」
と
揶
揄
し
た
。
こ
れ
は
、
少
し
言
葉
が
過
ぎ
る
と
す
れ
ば
、
資
料
批
判
の
適
用
に
よ
っ
て
が
ん
ら
い
の
テ
キ
ス
ト
に
到
達
で
き

る
可
能
性
は
な
い
と
し
な
が
ら
も
、
ヨ
ハ
ネ
福
音
書
は
お
そ
ら
く
複
数
の
手
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
に
は
同
意
し
、
し

か
し
、
ど
こ
に
そ
の
線
を
引
く
か
に
関
し
て
は
意
見
の
一
致
に
至
る
だ
ろ
う
か
と
悲
観
的
に
述
べ
て
い
る
ブ
ッ
セ
ッ
ト
の

七
七
）

考
え
が
穏
当
だ

ろ
う
か
。

こ
の
よ
う
な
流
れ
の
中
か
ら
冒
頭
で
述
べ
た
注
解
書
に
結
実
す
る
ブ
ル
ト
マ
ン
の
研
究
が
現
わ
れ
て
く
る
わ
け
で
あ
る
。
し
か
し
、
前

述
の
こ
と
か
ら
ブ
ル
ト
マ
ン
に
よ
る
テ
キ
ス
ト
の
文
献
批
判L

itera
rk
ritik

と
い
う
て
ん
に
か
ん
し
て
は
、
そ
の
基
本
線
は
す
で
に
出

揃
っ
て
い
た
、
と
も
言
え
る
の
で
あ
る
。「
し
る
し
資
料
」（
フ
ァ

七
八
）

ウ
レ
）
し
か
り
、「
啓
示
談
話
資
料
」（
ゾ
ル

七
九
）

タ
ウ
）
し
か
り
で
あ
る
。

ま
た
、
ブ
ル
ト
マ
ン
の
ヨ
ハ
ネ
福
音
書
解
釈
の
基
礎
と
な
る
グ
ノ
ー
シ
ス
主
義
と
の
関
係
に
つ
い
て
も
、
す
で
に
先
駆
け
と
な
る
研
究
は

存
在
し
て
お
り
（
ヴ
レ

八
〇
）

ー
デ
、
ク
ロ
イ
ェ
ン
ビ
ュ

八
一
）

ー
ル
）、
マ
ン
ダ
教
へ
の
言
及
も
す
で
に
存
在
し
て
い
た
の
で
あ
る
（
バ
ウ
ア
ー
の
注

八
二
）

解
書
）。
こ
う
し
て
み
る
と
ブ
ル
ト
マ
ン
の
注
解
書
に
き
わ
ま
る
ヨ
ハ
ネ
福
音
書
研
究
史
は
、
文
字
通
り
、
本
稿
の
冒
頭
で
紹
介
し
た
評
言

「
分
水
嶺
」と
し
て
、
そ
れ
ま
で
の
研
究
動
向
を
総
合
し
た
、
と
言
え
ば
聞
こ
え
が
よ
い
が
、
材
料
と
し
て
特
に
新
た
な
も
の
が
あ
っ
た
わ

け
で
は
な
い
、
と
も
言
え
る
。
し
か
し
、
そ
ん
な
言
い
方
で
は
ブ
ル
ト
マ
ン
の
業
績
を
矮
小
化
し
す
ぎ
な
の
で
あ
り
、
ま
さ
し
く
そ
う
い
っ
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た
さ
ま
ざ
ま
な
材
料
を
総
合
し
た
、
そ
の
仕
方
に
こ
そ
、
ブ
ル
ト
マ
ン
の
研
究
が
傑
出
し
て
い
る
理
由
が
あ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、「
文

学
的
、
歴
史
的
、
神
学
的
と
い
う
三
種
類
の
問
題
に
対
す
る
一
貫
し
た
矛
盾
の
な
い
答
え
」を
提
出
し
て
い
る
、
あ
る
い
は
、「
ド
イ
ツ
人

が
言
う
と
こ
ろ
のK

o
n
seq

u
en
z

〔
徹
底
性
〕」
を
示
し
て
い
る
、
な
ど
と
評
さ
れ
る
の
で

八
三
）

あ
る
。

し
か
し
、
以
下
の
二
つ
の
点
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。

ブ
ル
ト
マ
ン
は
、
上
記
三
種
の
問
題
、
す
な
わ
ち
「
文
学
的
、
歴
史
的
、
神
学
的
」
と
い
う
三
種
の
問
題
を
、
分
か
ち
が
た
く
結
び
つ

け
て
し
ま
っ
た
、
と
も
い
え
る
。
ヨ
ハ
ネ
福
音
書
に
対
す
る
彼
の
大
胆
な（
と
い
っ
て
い
い
）「
文
献
批
判
」・「
資
料
批
判
」な
く
し
て
は
、

彼
の
ヨ
ハ
ネ
福
音
書
解
釈
は
な
り
た
た
ず
、
逆
に
、
そ
の
解
釈
が
な
け
れ
ば
そ
の「
文
献
批
判
」・「
資
料
批
判
」も
な
い
、
と
い
う
か
も
っ

と
あ
り
て
い
に
言
え
ば
、
彼
の
解
釈
こ
そ
が
あ
の
よ
う
な
「
文
献
批
判
」
を
必
要
と
し
た
の
だ
、
と
言
え
な
く
も
な
い
。「
彼
自
身
が
が
マ

ン
ダ
教
グ
ノ
ー
シ
ス
主
義
の
中
に
捜
し
求
め
た
〔
ヨ
ハ
ネ
福
音
書
に
つ
い
て
の
〕
一
つ
の
特
殊
な
説
明
を
要
求
し
た
の
は
、〔
ヨ
ハ
ネ
〕
福

音
書
の
キ
リ
ス
ト
論
の
ブ
ル
ト
マ
ン
自
身
に
よ
る
特
殊
な
解
釈
だ
っ
た
の
で

八
四
）

あ
る
」（
解
釈
学
的
循
環
!
）。
以
後
、
こ
れ
ら
三
つ
の
問
題

の
複
雑
な
絡
ま
り
合
い
を
無
視
し
た
研
究
は
で
き
な
く
な
っ
た
、
と
も
言
え
る
し
、
こ
の
点
で
、
こ
れ
ら
三
つ
の
う
ち
ど
れ
か
を
無
視
し

た
探
究
は
、
不
十
分
な
も
の
に
見
え
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、「
資
料
」の
歴
史
的
再
構
成
は
、
い
か
に
も
客
観
的
な
作
業
と
し
て
、

独
立
し
て
行
な
え
る
作
業
の
ご
と
く
に
見
え
た
と
し
て
も
、
む
し
ろ
、
こ
の
福
音
書
全
体
の
解
釈
が
先
立
っ
て
い
る
（
と
い
う
よ
り
も
む

し
ろ
｜

た
と
え
、
お
か
し
な
言
い
方
に
思
え
よ
う
と
も
｜

先﹅
立﹅
っ﹅
て﹅
い﹅
な﹅
け﹅
れ﹅
ば﹅
な﹅
ら﹅
な﹅
い﹅
）
の
で
あ
る
。
少
な
く
と
も
、
ブ
ル
ト

マ
ン
に
お
い
て
は
、
そ
う
だ
、
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
だ
ろ
う
。
あ
る
い
は
、
ブ
ル
ト
マ
ン
は
、「
新
約
聖
書
学
」
と
い
うd

iscip
lin
e

が

そ
う
い
っ
た
「
文
学
的
、
歴
史
的
、
神
学
的
」
と
い
う
三
つ
の
側
面
の
切
り
離
せ
な
い
作
業
で
あ
る
こ
と
を
、
は
っ
き
り
と
実
は
意
識
的
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に
示
し
た
、
と
言
え
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
上
記
三
種
の
問
題
を
ブ
ル
ト
マ
ン
が
こ
の
よ
う
に
分
か
ち
が
た
く
結
び
つ
け
る
に
さ
い
し
て

触
媒
と
な
っ
た
も
の
は
、
お
そ
ら
く
ハ
イ
デ
ガ
ー
（M

.H
eid
eg
g
er,

1889
1976

）
の
解
釈
学
的
哲
学
で
あ
ろ
う
。「
二
人
は
そ
こ
〔
マ
ー

ル
ブ
ル
ク
〕
で
、
と
り
わ
け
ヨ
ハ
ネ
福
音
書
を
一
緒
に
読
ん
で

八
五
）

い
た
」の
で
あ
る
。

強
い
言
い
方
を
す
れ
ば
、
ブ
ル
ト
マ
ン
以
降
、
少
な
く
と
も
客
観
的
な
、
と
い
う
よ
り
純
粋
な（
あ
る
い
は
単
な
る
）「
歴
史
的
」研
究
、

も
っ
と
具
体
的
に
言
う
と
、
単
な
る
歴
史
的
再
構
成
と
し
て
の
「
文
献
批
判
」
も
「
資
料
批
判
」
な
ど
と
い
う
も
の
も
、
少
な
く
と
も
ヨ

ハ
ネ
福
音
書
に
か
ん
し
て
は
も
は
や
あ
り
え
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

も
う
一
点
は
、
上
記
の
事
柄
と
関
連
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
ブ
ル
ト
マ
ン
以
前
の
「
歴
史
的
」
研
究
、
特
に
、「
歴
史
的

批
判
的
」

聖
書
研
究
の
草
創
期
に
お
い
て
立
て
ら
れ
て
い
た
「
歴
史
的
」
問
い
と
は
、
い
か
に
問
い
そ
の
も
の
が
異
な
っ
て
き
て
い
る
か
、
あ
る
い

は
そ
う
い
っ
た
問
い
の
対
象
が
シ
フ
ト
し
て
し
ま
っ
た
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
そ
れ
以
前
に
い
く
つ
も
設
定
さ
れ
て
き
た

問
い
に
正
し
い
答
え
が
見
出
さ
れ
た
か
ら
、
事
態
が
急
展
開
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
は
、
何
か
真
理
に
向
か
っ
て
の
発
展
・
進
展
な
の

で
あ
ろ
う
か
。
わ
れ
わ
れ
ヨ
ハ
ネ
福
音
書
研
究
者
た
ち
は
、
い
ま
ま
で
何
を
行
い
、
い
ま
何
を
行
な
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

こ
の
よ
う
に
し
て
、
ブ
ル
ト
マ
ン
の
注
解
書
は
、
そ
の
後
の
ヨ
ハ
ネ
福
音
書
研
究
の
方
向
を
多
方
面
に
わ
た
っ
て
決
定
づ
け
る
も
の
で

あ
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。

ブ
ル
ト
マ
ン
の
研
究
に
対
す
る
直
接
的
な
反
対
は
、
ま
ず
彼
の
弟
子
で
も
あ
る
ケ
ー
ゼ
マ
ン
（E

.K
a
sem

a
n
n
,

八
六
）

1966

）
に
よ
っ
て
な
さ

れ
た
。
ケ
ー
ゼ
マ
ン
自
身
は
、
自
分
の
関
心
を
「
神
学
的
」
な
も
の
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
「
歴
史
的
（h

isto
risch

）」
な
も
の
で
あ
る

と
位
置
づ
け
て
い

八
七
）

る
が
、
彼
の
著
作
『
イ
エ
ス
の
最
後
の
意
志
』
の
ど
こ
が
「
歴
史
的
」
な
の
か
、
私
に
は
よ
く
分
か
ら
な
い
。「
終
末
論
」
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か
「
キ
リ
ス
ト
論
」
か
、
前
者
が
後
者
の
「
機
能
」
か
、
あ
る
い
は
そ
の

八
八
）

逆
か
、
と
い
う
「
機
能
の
神
学
」（
デ
ュ
ポ
ン
〔J.D

u
p
o
n
t,

八
九
）

1951

〕、

ク
ル
マ
ン
〔O

.C
u
llm

a
n
,

九
〇
）

1959

〕
ら
も
）
の
議
論
は
そ
の
後
ど
の
よ
う
に
展
開
し
た
と
言
え
る
の
だ
ろ

九
一
）

う
か
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
ケ
ー
ゼ

マ
ン
の
読
み
、
特
に
ヨ
ハ
ネ
福
音
書
一
章
一
四
節
の
読
み
に
追
従
す
る
も
の
は
い
な
い
。
そ
れ
を
文
献
批
判
レ
ベ
ル
ま
で
も
っ
て
い
っ
て

論
じ
た
リ
ヒ
タ
ー
（G

.R
ich
ter,

1971 /

九
二
）

1972

）、
シ
ュ
ネ
レ
（U

.S
ch
n
elle,

九
三
）

1987

）
や
デ
ム
ケ
（D

em
k
e,

九
四
）

1967

）
な
ど
は
、
ヨ
ハ
ネ

福
音
書
一
章
一
四
〜
一
八
節
ま
で
を
い
ず
れ
に
せ
よ
本
来
の
ロ
ゴ
ス
賛
歌
に
あ
っ
た
も
の
で
は
な
い
、
と

九
五
）

す
る
。
こ
う
い
っ
た
ド
イ
ツ
に

お
け
る
ヨ
ハ
ネ
福
音
書
解
釈
の
論
争
の
延
長
線
上
に
、
例
え
ば
、
ボ
ル
ン
カ
ム
（B

o
rn
k
a
m
,

九
六
）

1968

）、
さ
ら
に
大
貫
（1984

）
の

九
七
）

仕
事
な

ど
が
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
し
か
し
ま
た
、
大
貫
に
よ
る
ガ
ダ
マ
ー
（H

.G
.G
a
d
a
m
er,

1975

九
八
）

﹇1960

﹈）
の
「
地
平
の
融
合
〔H

o
riso

n
tv
er-

sch
m
elzu

n
g

〕」
と
い
う
哲
学
的
解
釈
学
の
概
念
の
（「
無
害
と
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
」
が
「
間
違
っ
た
」
と
ア
シ
ュ
ト
ン
が
断
言
し
て

九
九
）

い
る
）
適
用
に
に
つ
い
て
は
、
先
立
っ
て
、
ム
ス
ナ
ー
（F

.M
u
ß
n
er,

一
〇
〇
）

1965

）
も
や
は
り
そ
れ
に
依
拠
し
て
お
り
、
さ
ら
に
大
貫
に
よ
る

イ
エ
ス
の
出
来
事
と
読
者（
い
わ
ゆ
る「
ヨ
ハ
ネ
共
同
体
」）の
状
況
と
の
い
わ
ば
二

一
〇
一
）

重
写
し
と
い
う
考
え
に
か
ん
し
て
は
、
レ
オ
ン＝

デ
ュ

フ
ー
ル
（X

.L
eo
n
-D
u
fo
u
r,
1951

一
〇
二
）

/1952

）
の
「
読
み
の
二
つ
の
時
間d

eu
x tem

p
s d
e lectu

re

」
と
の
「
顕
著
な
」
類
似
が
指
摘

一
〇
三
）

で
き
る
。

四
、
福
音
書
を
担
っ
た
「
共
同
体

一
〇
四
）

」（
？
）
の
歴
史

こ
う
し
て
、
し
だ
い
に
ヨ
ハ
ネ
の
「
共
同
体
」
な
る
も
の
が
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
て
く
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
は
、
神
学
的
関
心
か

ら
、
社
会
学
的
関
心
へ
の
移
行
、
と
言
っ
て
も
い
い
か
も
し
れ
な
い
。
ま
た
、
ブ
ル
ト
マ
ン
の
議
論
に
お
い
て
も
う
一
つ
の
重
要
な
構
成

要
素
で
あ
っ
た
、
い
わ
ゆ
る
文
献
批
判
上
の
問
題
、
現
在
の
ヨ
ハ
ネ
福
音
書
の
、
資
料
の
詮
索
の
方
向
も
ま
た
、
や
は
り
こ
の「
共
同
体
」

の
社
会
学
的
問
題
へ
と
収
斂
し
て
い
く
こ
と

一
〇
五
）

と
な
る
。

― ―57

北
大
文
学
研
究
科
紀
要



フ
ォ
ー
ト
ナ
（R

.T
.F
o
rtn
a
,
1970

）
は
、
資
料
の
探
究
に
一
時
期
「
暗
黙
の
モ
ラ
ト
リ

一
〇
六
）

ア
ム
」
が
あ
っ
た
と
す
る
が
、
そ
れ
は
、
ブ

ル
ト
マ
ン
に
よ
る
ヨ
ハ
ネ
福
音
書
の
章
節
の
入
れ
替
え
や
そ
れ
に
連
動
す
る
資
料
の
再
構
成
が
、
あ
ま
り
に
複
雑
だ
っ
た
か
ら
で
あ
り
、

そ
の
モ
ラ
ト
リ
ア
ム
は
ブ
ル
ト
マ
ン
に
よ
る
資
料
仮
説
の
全
面
的
な
批
判
的
検
討
を
行
な
っ
た
ム
ー
デ
ィ
ー
・
ス
ミ
ス
（D

.M
o
o
d
y

 
S
m
ith
,

一
〇
七
）

1965

）
の
仕
事
を
ま
っ
て
解
除
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
う
い
っ
た
流
れ
の
な
か
で
、
ブ
ル
ト
マ
ン
自
身
も
あ
る
程
度
支
持
し
て

い
た
よ
う
に
見
え
る
い
わ
ゆ
る
「
錯
簡
仮
説
」
な
ど
は
徐
々
に
捨
て
ら
れ
て
い
き
、
ヘ
ン
ヒ
ェ
ン
（E

.H
a
en
ch
en
,
1980

）
を
し
て
「
乱

丁
理
論
は
す
で
に
過
去
の
も
の
と

一
〇
八
）

な
っ
た
」
と
言
わ
し
め
た
。
し
か
し
ま
た
、
以
前
か
ら
、
少
な
く
と
も
写
本
の
証
言
が
始
ま
っ
て
か
ら

ず
っ
と
現
在
の
福
音
書
の
か
た
ち
で
あ
る
以
上
（
も
ち
ろ
ん
写
本
上
の
支
持
が
な
い
七
章
五
八
〜
八
章
一
二
節
な
ど
は
除
い
て
）、「
現
在

の
〔
ヨ
ハ
ネ
福
音
書
の
〕
順
序
は
、
偶
然
の
も
の
で
は
な
く
、
は
っ
き
り
と
誰
か
に
よ
っ
て
考
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
」
と
し
て
、
そ
の

ま
ま
の
形
に
お
い
て
探
究
す
る
必
要
性
を
主
張
し
て
い
た
ド
ッ
ド
（C

.H
.D
o
d
d
,
1953

）
の
よ
う
な
研
究
者
も
い
た
の

一
〇
九
）

で
あ
る
。

「
錯
簡
仮
説
」
や
「
乱
丁
理
論
」
は
捨
て
ら
れ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
に
か
わ
っ
て
フ
ォ
ー
ト
ナ
の
（
け
っ
し
て
正
し
い
と
い
う
意
味
で
は

な
い
が
）
強
力
な
後
押
し
が
あ
っ
て
フ
ァ
ウ
レ

ブ
ル
ト
マ
ン
と
つ
な
が
る
「
し
る
し
資
料
」
は
、
ヨ
ハ
ネ
福
音
書
の
下
敷
き
と
な
っ
て

い
る
資
料
と
し
て
、
一
部
で
は
す
で
に
定
説
化
し
て
い
る
と
言
え
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
ヨ
ハ
ネ
福
音
書
の
「
資
料
仮
説
」
に

は
、
こ
の
福
音
書
全
体
に
お
け
る
文
体
的
特
長
の
統
一
性
を
主
張
す
る
強
力
な
反
論
（E

.R
u
ck
stu
h
l,

一
一
〇
）

1951

）
が
あ
る
し
、
リ
ン
ダ
ー
ス

（L
in
d
a
rs,

1971

）
も
、「
フ
ォ
ー
ト
ナ
の
再
構
成
さ
れ
た
資
料
テ
キ
ス
ト
で
は
、
彼
が
〔
福
音
書
記
者
ヨ
ハ
ネ
〕
の
特
徴
と
み
な
す
も
の

を
、「
何
度
も
何
度
も
」
そ
の
資
料
に
帰
し
て

一
一
一
）

い
る
」
と
批
判
し
て
い
る
。

他
方
で
、
二
〇
世
紀
の
後
半
に
な
る
と
、
い
わ
ば
「
段
階
的
編
集
仮
説
（m

u
ltip

le-sta
g
e

一
一
二
）

th
eo
ry

）」
と
で
も
言
う
べ
き
も
の
が
優
勢

に
な
っ
て
く
る
。
こ
の
仮
説
は
、
あ
る
程
度
「
原
資
料
〔G

ru
n
d
sch

rift

〕」
や
「
諸
資
料
〔so

u
rce

﹇s

﹈〕」
を
想
定
す
る
こ
と
で
は
以
前
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の
「
文
献
批
判
」
に
よ
る
「
資
料
仮
説
」
と
さ
し
て
変
わ
ら
な
い
考
え
の
よ
う
に
も
思
え
る
が
、
そ
れ
を
記
し
た
記
者
や
編
集
者
と
い
う

よ
り
も
、
そ
れ
ら
の
書
き
手
を
含
め
て
、
福
音
書
を
生
み
出
し
た
「
共﹅
同﹅
体﹅
」
の﹅
歴﹅
史﹅
的﹅
状﹅
況﹅
を
も
視
野
に
入
れ
た
テ
キ
ス
ト
お
よ
び
そ

の
担
い
手
（
た
ち
）
の
歴
史
的
再
構
成
を
め
ざ
す
、
と
い
う
て
ん
が
以
前
と
異
な
る
で

一
一
三
）

あ
ろ
う
。
こ
の
説
を
代
表
す
る
の
が
、
ブ
ラ
ウ
ン

（R
.E
.B
ro
w
n
,

一
一
四
）

1970

）
の
五
段
階
発
展
説
で
あ
る
が
、
同
じ
よ
う
な
議
論
は
、
す
で
に
ヴ
ィ
ル
ケ
ン
ス
（W

.W
ilk
en
s,

一
一
五
）

1958

）、
さ
ら

に
リ
ン
ダ
ー
ス
（L

in
d
a
rs,

1971 /1972

）
な
ど
に
も
見

一
一
六
）

ら
れ
る
。
そ
し
て
か
な
り
特
異
な
議
論
を
含
む
が
ブ
ワ
ス
マ
（M

.-É
.B
o
ism

a
rd
,

一
一
七
）

1977

）
も
そ
う
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
議
論
に
お
い
て
は
（
ブ
ワ
ス
マ
は
除
く
）、
当
然
の
ご
と
く
ヨ
ハ
ネ
の
「
共

一
一
八
）

同
体
」
が
問
題
と
さ
れ
る
。

つ
ま
り
ヨ
ハ
ネ
福
音
書
の
段
階
的
、
継
起
的
成
立
過
程
を
テ
キ
ス
ト
の
文
学
的
側
面
か
ら
論
じ
る
作
業
が
、
ヨ
ハ
ネ
「
共
同
体
」
な
る
も

の
が
お
か
れ
た
歴﹅
史﹅
的﹅
背﹅
景﹅
の﹅
推﹅
測﹅
と
不
可
分
に
な
さ
れ
る
の

一
一
九
）

で
あ
る
。
し
か
し
、
他
方
で
は
、「
資
料
分
析
に
基
づ
い
て
共
同
体
の
歴
史

を
再
構
築
し
よ
う
な
ど
と
い
う
試
み
は「
巨
大
な
」間
違
い
な
の
で

一
二
〇
）

あ
る
」、
と
い
っ
た
意
見
も
あ
る
こ
と
を
忘
れ
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。

そ
の
後
、
ヨ
ハ
ネ
福
音
書
の
「
歴
史
的
」
探
究
は
、
全
体
と
し
て
は
、
こ
の
よ
う
な
テ
キ
ス
ト
の
段
階
的
編
集
仮
説
を
中
心
と
し
な
が

ら
、
そ
の
「
起﹅
源﹅
」
の﹅
探﹅
究﹅
か﹅
ら﹅
「
背﹅
景﹅
」
の﹅
探﹅
究﹅
へ﹅
と﹅
、
や
は
り
そ
の
対
象
の
微
妙
な
シ
フ
ト
を
呈
し
て
い
る
の

一
二
一
）

で
あ
る
。
こ
う
い
っ

た
傾
向
は
、
と
り
わ
け
ミ
ー
ク
ス
（W

.M
eek

s,

一
二
二
）

1967
）
以
来
顕
著
で
あ
り
、
ビ
ュ
ー
ナ
ー
（J.-A

.B
u
h
n
er,1977

）
も
、「
ヨ
ハ
ネ
共

同
体
を
初
期
キ
リ
ス
ト
教
史
の
な
か
に
正
確
に
位
置

一
二
三
）

づ
け
る
」
こ
と
が
重
要
だ
、
な
ど
と
述
べ
て
い
る
。
私
見
に
よ
れ
ば
、
こ
の
よ
う
に

し
て
、
ヨ
ハ
ネ
福
音
書
の
「
歴
史
的
」
探
究
な
る
も
の
は
、
今
度
は
徐
々
に
、「
読﹅
者﹅
（
集﹅
団﹅
）」
と
い
う
も
の
を
視
野
に
入
れ
始
め
て
き

た
の
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
「
背
景
」
の
探
究
は
、
し
か
し
、
か
つ
て
の
ブ
ル
ト
マ
ン
の
よ
う
に
包
括
的
な
も
の
で
は
な
く
、
こ
の
福
音
書
に
見
ら
れ
る

個
々
の
「
観
念
」、「
モ
チ
ー
フ
」
と
い
っ
た
も
の
を
扱
う
い
く
ぶ
ん
限
定
的
な
も
の
に
な
っ
た
と
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
例
え
ば
そ
れ
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は
、
シ
ュ
ル
ツ
（S

.S
ch
u
lz,

一
二
四
）

1957

）
の
「
概
念
史
〔B

eg
riffsg

esch
ich
te

〕」
あ
る
い
は
「
主
題
史
〔T

h
em
a
g
esch

ich
te

〕」
と
い
う

考
え
、
ミ
ー
ク
ス
（W

.M
eek

s,

一
二
五
）

1972

）
の“a

scen
t /d

escen
t”

モ
チ
ー
フ
、
ボ
ル
ゲ
ン
（P

.B
o
rg
en
,

一
二
六
）

1965

）
の
「
マ
ナ
」
の
テ
ー
マ
、

ビ
ュ
ー
ナ
ー
（J.-A

.B
u
h
n
er,

一
二
七
）

1977

）
の
「
神
的
使
い
」
の
テ
ー
マ
な
ど
の
探
究
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
研
究
動
向
の
中
で
一
つ
の
頂
点

を
な
す
研
究
が
、
ヨ
ハ
ネ
福
音
書
九
章
二
二
節
な
ど
に
見
ら
れ
る
「
会
堂
か
ら
追
い
出
さ
れ
た＝

α
π
ο
σ
υ
να
γ
ω
γ
ο
ϛ

」
と
い
う
言
葉
と
そ

の
意
味
を
め
ぐ
る
マ
ー
テ
ィ
ン
（J.L

.M
a
rty
n
,

一
二
八
）

1968

）
の
も
の
で
あ
り
、
そ
の
流
れ
が
現
在
に
ま
で
至
っ
て
い
る
。

し
か
し
、
マ
ー
テ
ィ
ン
の
提
出
し
た
こ
の
語
を
め
ぐ
る
解
釈
も
ま
た
、
百
年
前
に
先
駆
者
の
い
た
考
え

一
二
九
）

で
あ
り
、
こ
れ
に
は
強
力
な
反

論
も
あ
る
。
ロ
ビ
ン
ソ
ン
（J.A

.T
.R
o
b
in
so
n
,

一
三
〇
）

1976

）
の
み
な
ら
ず
、
福
音
書
記
者
と
読
者
（
た
ち
？
）
が
同
じ
環
境
か
ら
出
現
し
た

も
の
で
あ
り
、
そ
の
環
境
は
本
質
的
に
ユ
ダ
ヤ
教
的
だ
、
と
い
う
マ
ー
テ
イ
ン
の
確
信
に
対
し
て
、
ア
シ

一
三
一
）

ュ
ト
ン
と
共
に
、
さ
ら
に
新
し

い
文
学
批
評
的
観
点
か
ら
し
て
も
素
朴
な
疑
問
が
生
じ
る
。「
内
在
す
る
読
者
」
と
「
現
実
の
読
者
」
の
分
離
の
必
要
性
は
な

一
三
二
）

い
の
か
。
あ

る
い
は
も
っ
と
単
純
に
、
そ
の
よ
う
な
同
一
視
は
前
提
と
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
は
な
く
、
論
証
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
は
な
い
の
か
。
げ
ん

に
本
稿
で
叙
述
し
て
き
た
よ
う
に
、
こ
う
い
っ
た
ヨ
ハ
ネ
福
音
書
の
「
歴
史
的
」
背
景
に
か
ん
し
て
か
つ
て
議
論
が
あ
っ
た
（
い
ま
も
喧

し
く
あ
る
）
か
ら
で
あ
る
。
な
に
よ
り
マ
ー
テ
ィ
ン
自
身
が
書
い
て
い
る
こ
と
を
忘
れ
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。「「
私
は
知
ら
な
い
」
と

三
回
、
ゆ
っ
く
り
と
強
調
し
て
言
い
な
が
ら
毎
朝
起
き
る
こ
と
が
、
歴
史
家
に
と
っ
て
は
貴
重
な
習
慣
で
あ

一
三
三
）

ろ
う
」。

結

論

さ
て
、
以
上
こ
こ
ま
で
の
研
究
史
の
祖
述
を
ま
と
め
た
い
。
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こ
れ
ら
の
「
歴
史
的
」
研
究
の
対
象
の
シ
フ
ト
は
、
な
ぜ
起
こ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
流
行
廃
り
の
問
題
だ
、
と
い
う
の
は
あ
ま
り
に
極

論
に
過
ぎ
る
だ
ろ
う
が
、
そ
れ
は
よ
り
真
実
へ
と
、
何
ら
か
の
意
味
で
よ
り
「
歴
史
的
」
真
実
に
近
づ
く
学
問
的
進
展
な
の
だ
ろ
う
か
。

提
出
さ
れ
た
「
歴
史
的
」
諸
問
題
は
解
決
さ
れ
て
先
に
進
ん
で
来
た
の
だ
ろ
う
か
。
ア
シ
ュ
ト
ン
も
「
シ
フ
トsh

ift

」
と
い
う
言
葉
を
用

い
て
い
る
こ
と
に
注
意
が
必
要
だ
ろ
う
。
こ
れ
は
、「
歴
史
的
」探
究
な
る
も
の
の
対
象
が
、
シ
フ
ト
し
て
、
ず﹅
れ﹅
て﹅
来
て
い
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
れ
が
た
と
え
ず﹅
れ﹅
や
シ
フ
ト
だ
と
し
て
も
、
そ
こ
に
は
一
つ
の
（
必
然
的
？
）
方
向
性
が
あ
る
こ
と
が
見
え
て
く
る
の
で
は

な
い
か
。
そ
れ
は
、
私
が
昨
年
執
筆
し
た
論
文
に
お
い
て
述
べ
た
こ
と
と
も
実
は
関
連
し
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
掲

げ
た
図
１
を
ご
ら
ん
い
た
だ

一
三
四
）

き
た
い
。
本
稿
に
お
い
て
、
多
少
の
無
理
は
承
知
で
、
膨
大
な
研
究
史
を
祖
述
し
た
流
れ
は
、
そ
の
図
の
左

か
ら
右
へ
と
徐
々
に
進
ん
で
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

こ
れ
ま
で
ヨ
ハ
ネ
福
音
書
の
「
歴
史
的
」
研
究
な
る
も
の
に
お
い
て
問
わ
れ
て
い
た
対
象
を
、
順
を
追
っ
て
た
ど
る
な
ら
ば
、
最
初
は
、

テ
キ
ス
ト
に
書
か
れ
た
出
来
事
そ
の
も
の
の
「
歴
史
」
性
へ
の
疑
義
か
ら
始
ま
り
、
そ
れ
と
連
動
し
、「
主
に
愛
さ
れ
た
弟
子
」
の
「
史
実

性
」
を
媒
介
と
し
た
「
現
実
の
著
者
」
の
探
究
も
、
さ
ま
ざ
ま
な
仮
説
が
提
出
さ
れ
た
ま
ま
、
進
展
し
て
い
る
と
い
う
よ
り
は
停
滞
し
て

い
る
よ
う
に
見
え
る
。
次
に
、「
歴
史
的
」
探
究
の
対
象
は
、
テ
キ
ス
ト
の
「
起
源
」
と
い
う
も
の
へ
、
そ
れ
と
並
行
す
る
か
た
ち
で
、
テ

キ
ス
ト
そ
の
も
の
へ
、
テ
キ
ス
ト
そ
の
も
の
の
「
歴
史
的
」
成
立
過
程
の
問
い
へ
と
シ
フ
ト
し
た
。
上
述
の
よ
う
に
、
い
ろ
い
ろ
な
意
味

に
お
い
て
こ
れ
ら
を
総
合
す
る
か
た
ち
で
成
立
し
た
ブ
ル
ト
マ
ン
の
注
解
書
以
降
の
研
究
史
に
お
い
て
、
顕
著
に
問
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ

て
き
た
の
は
、
著
者
と
結
び
つ
い
た
「
読
者
（
集
団
）」
の
姿
や
そ
の
「
背
景
」
と
い
っ
た
、
そ
れ
ま
で
の
問
い
と
は
趣
を
異
に
し
た
、
や

は
り
シ
フ
ト
し
て
い
る
「
歴
史
」
の
問
題
な
の
で
あ
る
。

か
く
し
て
、
こ
の
「
歴
史
的
」
問
い
の
シ
フ
ト
は
、
カ
ル
ペ
ッ
パ
ー
（A

.C
u
lp
ep
p
er,

一
三
五
）

1983

）
な
ど
を
媒
介
と
し
て
、
私
が
そ
の
可
能
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性
を
追
い
続
け
て
い
る
「
新
し
い
文
学
批
評
」
の
基
本
図
式
（
前
掲
拙

一
三
六
）

稿
図
１
）
に
よ
る
と
こ
ろ
の
「
現
実
の
読
者
」
の
探
究
へ
と
接
続

す
る
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
こ
の
「
現
実
の
読
者
」
は
、
も
は
や
従
来
議
論
さ
れ
て
き
た
よ
う
な
「
ヨ
ハ
ネ
の
共
同
体
」（
テ
キ
ス
ト
か
ら

想﹅
定﹅
さ﹅
れ﹅
た﹅
最﹅
初﹅
の﹅
現﹅
実﹅
の﹅
読﹅
者﹅
、
し
か
し
実
は
「
内
在
す
る
読
者
」）
と
イ
コ
ー
ル
で
は
な
い
。
こ
の
「
現
実
の
読
者
」
と
は
、
ヨ
ハ
ネ

福
音
書
の
読
み
手
で
あ
る
こ﹅
の﹅
私﹅
自﹅
身﹅
、
ヨ
ハ
ネ
福
音
書
の
研
究
者
と
称
す
る
人
々
な
ど
も
含
む
私﹅
た﹅
ち﹅
自﹅
身﹅
、
と
い
う
意
味
の「
読
者
」

な
の
で
あ
る
。

注以
下
の
注
に
お
け
る
学
術
雑
誌
等
の
略
記
は
、T
h
eologisch

e R
ealen

zyklopad
ie
(B
erlin

・N
ew
 
Y
o
rk
:W

a
lter d

e G
ru
y
ter,1976),A

b
k
u
rzu

n
g
sv
er-

zeich
n
is
(zu
sa
m
m
en
g
estellt v

o
n S

ieg
fried S

ch
w
ertn

er)

に
よ
る
。

一
）

以
下
、
同
様
の
研
究
者
た
ち
の
名
前
の
原
語
表
記
を
記
し
た
括
弧
内
の
数
字
は
、
生
没
年
、
あ
る
い
は
関
連
す
る
文
献
の
出
版
年
で
あ
る
。

二
）

R
u
d
o
lf B

u
ltm

a
n
n
,
D
as E

van
geliu

m
 
d
es Joh

an
n
es
(K
ritisch

-ex
eg
etisch

er K
o
m
m
en
ta
r u
b
er d

a
s N

eu
e T

esta
m
en
t b
eg
ru
n
d
et v

o
n

 
H
.A
.W

.M
ey
er)(G

o
ttin

g
en
:
V
a
n
d
en
h
o
eck

&
R
u
p
rech

t,
1941).

三
）

Ｒ
・
ブ
ル
ト
マ
ン
『
ヨ
ハ
ネ
の
福
音
書
』（
杉
原
助
訳
）
日
本
キ
リ
ス
ト
教
団
出
版
局
、
二
〇
〇
五
年
。
本
訳
書
は
前
注
二
の
初
版
に
も
と
づ
く
と
さ
れ
る

が
、
現
在
こ
の
ブ
ル
ト
マ
ン
の
注
解
書
は
、
一
九
八
六
年
の
第
二
一
版
ま
で
版
を
重
ね
て
お
り
、
一
九
五
七
年
第
一
五
版
以
降
付
加
さ
れ
て
い
る
増
補
・
改

訂
等
を
記
し
た
付
録
の
冊
子
の
記
述
も
、
本
訳
書
に
は
取
り
入
れ
ら
れ
て
い
る
（
杉
原
訳
『
ヨ
ハ
ネ
の
福
音
書
』
四
一
頁
参
照
）。

四
）

R
.B
u
ltm

a
n
n
,
T
ra
n
sla
ted b

y G
.R
.B
ea
sley

-M
u
rra

y
,
R
.W

.N
.H
o
a
re a

n
d J.K

.R
ich
es
(G
en
era

l E
d
ito
rs),

T
h
e G

ospel of Joh
n
:

A
 
C
om
m
en
tary

,
(O
x
fo
rd
:
B
a
sil B

la
ck
w
ell,

1971).

ま
っ
た
く
余
談
で
あ
る
が
、
修
士
論
文
を
書
き
上
げ
て
何
年
も
た
っ
て
か
ら
手
に
し
た
こ
の
英

訳
は
、
あ
ら
た
め
て
交
換
し
て
も
ら
う
の
も
め
ん
ど
う
な
ほ
ど
の
落
丁
本
で
あ
っ
た
。

五
）

杉
原
訳
『
ヨ
ハ
ネ
の
福
音
書
』、
三

三
九
頁
。
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六
）

杉
原
訳『
ヨ
ハ
ネ
の
福
音
書
』、
四
頁
、
大
貫
の「
解
説
」中
の
言
葉
で
あ
る
が
、J.A

sh
to
n
,
U
n
d
erstan

d
in
g th

e F
ou
rth G

ospel
(O
x
fo
rd
:C
la
ren

d
o
n

 
P
ress,

1991),
p
.
8

に
も
す
で
に“w

a
tersh

ed
”

と
い
う
言
葉
が
見
ら
れ
る
。

七
）

A
sh
to
n
,
U
n
d
erstan

d
in
g th

e F
ou
rth G

ospel,
p
.
45.

〔

〕
内
は
佐
々
木
に
よ
る
補
い
、
ダ
ッ
シ
ュ
に
よ
る
強
調
は
ア
シ
ュ
ト
ン
自
身
に
よ
る
。）

八
）

新
約
聖
書
に
か
ん
す
る
「
歴
史
的

批
判
的
」
研
究
の
歴
史
を
概
観
す
る
最
近
の
著
作
と
し
てW

.B
a
ird
,
H
istory of N

ew
 
T
estam

en
t R

esearch
,

V
o
l.
1
(F
ro
m
 
D
eism

 
to T

u
b
in
g
en
)
a
n
d V

o
l.
2
(F
ro
m
 
Jo
n
a
th
a
n E

d
w
a
rd
s to R

u
d
o
lf B

u
ltm

a
n
n
),
(M
in
n
ea
p
o
lis:

F
o
rtress P

ress,
1992

 
a
.
2003)

が
有
益
で
あ
る
。
聖
書
の
「
歴
史
的

批
判
的
」
研
究
の
始
ま
り
に
は
、
啓
蒙
主
義
の
合
理
的
精
神
が
あ
る
わ
け
だ
が
、
そ
の
い
ま
ひ
と
つ
の
源
泉

と
し
て
、
一
七
世
紀
の
終
わ
り
か
ら
一
八
世
紀
は
じ
め
に
か
け
て
の
い
わ
ゆ
る
ド
イ
ツ
「
敬
虔
主
義
」
も
重
要
な
要
因
で
あ
る
（B

a
ird
,
H
istory of N

ew
 

T
estam

en
t R

esearch
,
V
o
l.
1,
p
p
.
58

90

な
ど
を
参
照
）。

九
）

A
sh
to
n
,
U
n
d
erstan

d
in
g th

e F
ou
rth G

ospel,
p
p
.
17,

19,
etc.

ア
シ
ュ
ト
ン
は
、
こ
う
い
っ
た
「
シ
フ
ト
」
に
さ
し
た
る
重
要
性
を
認
め
て
い
な

い
よ
う
に
も
思
え
る
の
だ
が
（
特
にibid

.,
p
.19

）、
わ
た
し
に
は
そ
う
思
わ
れ
な
い
。
ま
さ
し
く
こ
の
「
シ
フ
ト
」
が
持
つ
意
味
に
つ
い
て
、
深
く
考
え
を

め
ぐ
ら
し
て
み
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

一
〇
）

H
.G
ro
tiu
s,
A
n
n
otation

es in
 
N
ovu

m
 
T
estam

en
tu
m

(2d rev
.
ed
.
9 v

o
ls.,

p
lu
s in

d
ex
 
v
o
lu
m
e)
(G
ro
n
in
g
en
:
W
.Z
u
id
em
a
,
1826

﹇ca
.1640

﹈).

一
一
）

B
a
ird
,
H
istory of N

ew
 
T
estam

en
t R

esearch
,
V
o
l.
1,
p
p
.
11

に
よ
る
。

一
二
）

T
h
.W

o
o
lsto

n
,
S
ix
 
D
iscou

rses
 
on
 
th
e
 
M
iracles

 
of
 
O
u
r
 
S
aviou

r
 
an
d
 
D
efen

ces
 
of
 
H
is
 
D
iscou

rses,
1
7
2
7
1
7
3
0
(B
ritish

 
P
h
ilo
so
p
h
ers a

n
d T

h
eo
lo
g
ia
n
s o
f th

e S
ev
en
teen

th a
n
d E

ig
h
teen

th C
en
tu
ries)

(N
ew
 
Y
o
rk a

n
d L

o
n
d
o
n
:
G
a
rla
n
d
,
1797),

D
isco

u
rse

 
4,
p
.
39.

た
だ
し
、
こ
こ
で
はB

a
ird
,
H
istory of N

ew
 
T
estam

en
t R

esearch
,
V
o
l.
1,
p
.
47

に
よ
る
。

一
三
）

W
o
o
lsto

n
,
S
ix D

iscou
rses on

 
th
e M

iracles of O
u
r S

aviou
r an

d
 
D
efen

ces of H
is D

iscou
rses,

1
7
2
7
1
7
3
0
,
D
isco

u
rse 6,

p
.
71.

た
だ
し
、
こ
こ
で
はB

a
ird
,
H
istory of N

ew
 
T
estam

en
t R

esearch
,
V
o
l.
1,
p
.
48

に
よ
る
。

一
四
）

G
ro
tiu
s,
A
n
n
otation

es

を
解
説
し
たB

a
ird
,
H
istory of N

ew
 
T
estam

en
t R

esearch
,
V
o
l.
1,
p
p
.
8
10

に
よ
る
。

一
五
）

B
.L
in
d
a
rs,

T
h
e G

ospel of Joh
n
(T
h
e N

ew
 
C
en
tu
ry B

ib
le C

o
m
m
en
ta
ry
),
(G
ra
n
d R

a
p
id
,
M
ich
.:
W
m
.B
.E
erd

m
a
n
s P

u
b
lish

in
g

 
C
o
m
p
a
n
y
,
1972),

p
.
28.
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一
六
）

R
.E
.B
ro
w
n
,
T
h
e G

ospel A
ccord

in
g to Joh

n
(T
h
e A

n
ch
o
r B

ib
le 29

29A
)
(N
ew
 
Y
o
rk
/L
o
n
d
o
n
/T
o
ro
n
to
/S
y
d
n
ey
/A
u
ck
la
n
d
:

D
o
u
b
led
a
y
,
1966a

.
1970),

V
o
l I,

lx
x
x
v
ii
x
cii.

一
七
）

R
.S
ch
n
a
ck
en
b
u
rg
,
D
as Joh

an
n
esevan

geliu
m
,
1.T

.
3.T

.
u
.
E
rg
a
n
zen

d
e A

u
sleg

u
n
g
en u

n
d E

x
k
u
rse

(H
erd

ers th
eo
lo
g
isch

er
 

K
o
m
m
en
ta
r zu

m
 
N
eu
en T

esta
m
en
t)
(F
reib

u
rg
/B
a
sel /W

ien
:
H
erd

er,
1979

1984),
1.T

.,
S
.
60

88.

一
八
）

A
.v
.H
a
rn
a
ck
,
G
esch

ich
te d

er altch
ristlich

en
 
L
itteratu

r bis E
u
sebiu

s
,
II /1,

(L
eip
zig
:
J.C

.H
in
rich

s,
1897),

S
.
674 A

n
m
.
10.

一
九
）

J.H
.B
ern

a
rd
,
A
 
C
ritical an

d E
xegetical C

om
m
en
tary on th

e G
ospel A

ccord
in
g to S

t.
Joh

n
,
2 v
o
ls.(T

h
e In

tern
a
tio
n
a
l C
ritica

l
 

C
o
m
m
en
ta
ry
)
(E
d
in
b
u
rg
h
:
T
.&

T
.C
la
rk
,
1976 a

.
1972

﹇1928

﹈),
V
o
l.
I,
lx
x
.

二
〇
）

廃
れ
か
け
た
よ
う
に
も
見
え
た
こ
の
説
を
あ
ら
た
め
て
支
持
す
る
著
書
を
、
最
近
ヘ
ン
ゲ
ル
が
も
の
し
た
。M

.H
en
g
el,
D
ie Joh

an
n
eisch

e F
rage

(T
u
b
in
g
en
:J.C

.B
.M

o
h
r,
1993).

し
か
し
、
地
理
的
に
ヨ
ハ
ネ
福
音
書
を
エ
フ
ェ
ソ
に
結
び
つ
け
る
よ
う
な
伝
承
に
つ
い
て
、「
ヨ
ハ
ネ
解
釈
の
歴
史
に

お
い
て
奇
妙
で
ほ
と
ん
ど
滑
稽
な
特
徴
で
あ
る
」
と
、
ケ
ー
ゼ
マ
ン
は
文
字
通
り
一
笑
に
付
し
て
い
た
（E

.K
a
sem

a
n
n
,
Jesu

 
letzer

 
W
ille

 
n
ach

 
Joh

an
n
es 1

7

﹇T
u
b
in
g
en
:
J.C

.B
.M

o
h
r,
1980

﹇1966

﹈﹈,S
.131.

善
野
碩
之
助
・
大
貫
隆
訳
『
イ
エ
ス
の
最
後
の
意
志
｜
ヨ
ハ
ネ
福
音
書
と
グ
ノ
ー

シ
ス
主
義
』
ヨ
ル
ダ
ン
社
、
一
九
七
八
年
、
一
五
二
頁
）。
ま
た
、
大
貫
隆
は
、
ヘ
ン
ゲ
ル
の
考
え
を
「
底
の
浅
い
保
守
性
」
と
一
蹴
し
た
。

二
一
）

J.W
ellh

a
u
sen

,
D
as E

van
geliu

m
 
Joh

an
n
is
,
(B
erlin

:
G
eo
rg R

eim
er,

1908),
S
.
119f.

二
二
）

P
.P
a
rk
er,

“Jo
h
n a

n
d Jo

h
n M

a
rk
,”
JB
L
 
79
(1960),

p
p
.
97

110.
id
em
,
“Jo

h
n th

e S
o
n o

f Z
eb
ed
ee a

n
d th

e F
o
u
rth G

o
sp
el,”

JB
L

 
81
(1962),

p
p
.
35

43.

二
三
）

M
.-É

.B
o
ism

a
rd
,
«S
a
in
t L

u
c et la red

a
ctio

n d
e q

u
a
triem

e ev
a
n
g
ile

(Jn 4:
46

54),»
R
B
 
69
(1962),

185
211.

二
四
）

A
sh
to
n
,
U
n
d
erstan

d
in
g th

e F
ou
rth G

ospel,
p
.
5 n

.
4

な
ど
で
は
そ
う
と
さ
れ
て
い
る
が
、
エ
ウ
セ
ビ
オ
ス
の
該
当
箇
所
に
そ
う
い
っ
た
記
述

は
見
当
た
ら
な
い
。

二
五
）

ibid
.,
n
.
5.

二
六
）

W
.K
.F
lem

in
g
,
“T
h
e A

u
th
o
rsh

ip o
f th

e F
o
u
rth G

o
sp
el,”

T
h
e G

ard
ian

,
19

D
ec.,

1906,
p
.
2118.

二
七
）

F
.V
.F
ilso

n
,
“W

h
o w

a
s th

e B
elo
v
ed D

iscip
le?,”

JB
L
 
68
(1949),

p
p
.
83

88.

二
八
）

K
.A
.E
ck
h
a
rd
t,
D
er
 
T
od
 
d
es
 
Joh

an
n
es
 
als
 
S
ch
lu
ssel zu

m
 
V
erstan

d
n
is
 
d
er
 
joh
an
n
eisch

en
 
S
ch
riften

(B
erlin

:
W
a
lter d

e
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G
ru
y
ter,

1961).
二
九
）

J.N
.S
a
n
d
ers,

T
h
e G

ospel accord
in
g to S

ain
t Joh

n
,
ed
.
B
.A
.M

a
stin

(H
a
rp
er’s N

T
 
C
o
m
m
en
ta
ries)

(N
ew
 
Y
o
rk
:
H
a
rp
er
&

R
o
w
,
1968).

三
〇
）

S
.P
etrem

en
t,
L
e D

ieu
 
separe:

L
es origin

es d
u
 
gn
osticism

e
(P
a
ris:

C
erf,

1984).

三
一
）

B
.W

.B
a
co
n
,
T
h
e F

ou
rth G

ospel in R
esearch an

d D
ebate

(A
 
S
eries o

f E
ssa

y
s o
n P

ro
b
lem

s C
o
n
cern

in
g th

e O
rig
in a

n
d V

a
lu
e

 
o
f th

e A
n
o
n
y
m
o
u
s W

ritin
g
s A

ttrib
u
ted to th

e A
p
o
stle Jo

h
n
),
(N
ew
 
Y
o
rk
:
M
o
ffa
t,
Y
a
rd
&
C
o
.,
1910).

三
二
）

M
.-J.L

a
g
ra
n
g
e,
É
van

gile selon
 
S
a
in
t Jea

n
(É
tu
d
es b

ib
liq
u
es),

(P
a
ris:

L
ib
ra
irie V

.L
eco

ffre;
J.G

a
b
a
ld
a
,
1936

),
x
i.

三
三
）

例
え
ば
、K

.H
.R
en
g
sto
rf
(ed
.),
Joh

an
n
es u

n
d
 
sein

 
E
van

geliu
m

(W
eg
e d

er F
o
rsch

u
n
g
,
82)

(D
a
rm
sta
d
t:W

issen
sch

a
ftlich

e
 

B
u
ch
g
esellsch

a
ft,

1973),
x
iv
.

三
四
）

こ
れ
ら
の
人
名
の
記
述
はA

sh
to
n
,
U
n
d
erstan

d
in
g
 
th
e F

ou
rth
 
G
ospel,

p
.
15

に
よ
る
。
エ
ヴ
ァ
ン
ソ
ン
と
ブ
レ
ッ
チ
ュ
ナ
イ
ダ
ー
の
著
書
に

か
ん
し
て
は
、
以
下
の
書
誌
が
記
さ
れ
て
い
る
。E
.E
v
a
n
so
n
,
T
h
e D

isson
an
ce of fou

r gen
erally received

 
evan

gelists an
d th

e E
vid
en
ce of

 
th
eir respective au

th
ority exam

in
ed

(Ip
sw
iich

,
1792).

K
.G
.B
retsch

n
eid
er,

P
robabilia d

e evan
gelii et epistu

laru
m
 
Joan

n
is,
apostoli,

in
d
ole et origin

e
(L
eip
zig
,
1820).

三
五
）

D
.F
.S
tra
u
ss,

D
as L

eben
 
Jesu

 
kritisch bearbeitet

(T
u
b
in
g
en
:O
sia
n
d
er,

1935 /6).

三
六
）

F
.C
.B
a
u
r,
K
ritisch

e U
n
tersu

ch
u
n
gen

 
u
ber d

ie kan
on
isch

en
 
E
van

gelien
:
Ih
r V

erh
altn

iß
zu
 
ein
an
d
er,

ih
ren

 
C
h
aracter u

n
d

 
U
rspru

n
g
(H
ild
esh

eim
:G
eo
rg O

lm
s,
1999

﹇T
u
b
in
g
en
,
1847

﹈).

三
七
）

A
sh
to
n
,
U
n
d
erstan

d
in
g th

e F
ou
rth G

ospel,
p
p
.
16f.

に
よ
る
。

三
八
）

シ
ュ
ト
ラ
ウ
ス
に
お
い
て
は
「
神
話
〔M

y
th

〕」、
バ
ウ
ア
に
お
い
て
は
「
理
念
〔Id

ea

〕」
と
い
う
語
が
、
ヨ
ハ
ネ
福
音
書
の
内
容
を
論
じ
る
さ
い
の

鍵
と
な
ろ
う
。
ア
シ
ュ
ト
ン
は
、
ヨ
ハ
ネ
福
音
書
の
学
問
的
研
究
に
お
い
て
、「
歴
史
」
に
対
置
さ
れ
る
概
念
が
、
こ
れ
ら
の
「
神
話
」、「
理
念
」
な
ど
か
ら
、

さ
ら
に
「
哲
学
」、「
寓
話
〔a

lleg
o
ry

〕」、「
神
秘
主
義
〔m

y
sticism

〕」、「
意
味
〔m

ea
n
in
g

〕」、
そ
し
て
最
後
に
「
神
学
〔th

eo
lo
g
y

〕」
な
ど
と
転
換

し
て
き
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
（A

sh
to
n
,
U
n
d
erstan

d
in
g
 
th
e F

ou
rth
 
G
ospel,

p
.
36

）。
こ
う
い
っ
た
転
換
の
意
味
を
探
っ
て
み
る
こ
と
も
重
要

で
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
れ
に
つ
い
て
は
稿
を
改
め
て
論
じ
た
い
。
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三
九
）

W
.G
.K
u
m
m
el,

T
h
e N

ew
 
T
estam

en
t:
T
h
e H

istory
 
of
 
th
e In

vestigation
 
of
 
its P

roblem
(N
ew
 
Y
o
rk
/N
a
sh
v
ille:

A
b
in
g
d
o
n

 
P
ress,

1972),
p
.
69

に
よ
る
。

四
〇
）

A
.H
ilg
en
feld

,
D
as E

van
geliu

m
 
u
n
d
 
d
ie B

riefe Joh
an
n
es n

ach ih
re L

eh
rbegriff d

argestellt
(H
a
lle:S

ch
w
etsch

k
e,
1849).

四
一
）

K
u
m
m
el,

T
h
e N

ew
 
T
estam

en
t:
T
h
e H

istory of th
e In

vestigation
 
of its P

roblem
,
p
.
210.

こ
れ
は
、O

.P
fleid

erer,
D
as U

rch
ri-

sten
tu
m
,
sein

e S
ch
riften

 
u
n
d
 
L
eh
re,

in
 
gesch

ich
tlich

en
 
Z
u
sam

m
en
h
an
g besch

rieben
(B
erlin

:R
eim

er,
1902

﹇1887

﹈)

か
ら
の
引
用
。

四
二
）

W
.B
o
u
sset,

K
yrios C

h
ristos:

G
esch

ich
te d

es C
h
ristu

sglau
ben

s von
 
d
en
 
A
n
fan

gen
 
d
es C

h
risten

tu
m
s bis Iren

aeu
s
(G
o
ttin

g
en
:

V
a
n
d
en
h
o
ek

&
R
u
p
rech

t,
1967

﹇1913

﹈).

四
三
）

C
.H
.D
o
d
d
,
T
h
e In

terpretation
 
of th

e F
ou
rth G

ospel
(C
a
m
b
rid
g
e et.

a
l.:
C
a
m
b
rid
g
e U

n
iv
ersity P

ress,
1953).

四
四
）

W
.W

red
e,
C
h
aracter u

n
d
 
T
en
d
en
z d

es Joh
an
n
esevan

geliu
m
s
(T
u
b
in
g
en
:J.

C
.
B
.
M
o
h
r,
1903).

四
五
）

A
sh
to
n
,
U
n
d
erstan

d
in
g th

e F
ou
rth G

ospel,
p
.
27

に
よ
る
。

四
六
）

G
IN
Z
A
:
D
er
 
S
ch
atz

 
ord

er
 
d
as
 
groß

e
 
B
u
ch
 
d
er
 
M
an
d
aer

(u
b
ersetzt u

n
d
 
erk

la
rt v

o
n
 
M
a
rk
 
L
id
zb
a
rsk

i)
(G
o
ttin

g
en
:

V
a
n
d
en
h
o
eck

&
R
u
p
rech

t,
1925).

四
七
）

W
.B
a
u
er,

D
as Joh

an
n
esevan

geliu
m
 
erklart

(T
u
b
in
g
en
:J.C

.B
.M

o
h
r,1933

).

こ
の
注
解
書
の
第
二
版
（
一
九
二
五
年
）
で
マ
ン
ダ
教
文

献
に
つ
い
て
触
れ
て
い
る
。
初
版
は
一
九
一
二
年
。

四
八
）

A
.S
ch
la
tter,

D
ie
 
S
prach

e
 
u
n
d
 
H
eim

at d
es
 
vierten

 
E
van

gelisten
(G
u
terslo

h
:C
.B
ertelsm

a
n
n
,1902)

こ
れ
はK

.H
.R
en
g
sto
rf

(ed
.),
Joh

an
n
es u

n
d
 
sein

 
E
van

geliu
m
,
p
p
.
28

201

に
再
録
さ
れ
て
い
る
。

四
九
）

H
.O
d
eb
erg

,
T
h
e F

ou
rth
 
G
ospel:

In
terpreted

 
in
 
its relation

 
to
 
con

tem
poran

eou
s religiou

s
 
cu
rren

ts
 
in
 
P
alestin

e
 
an
d
 
th
e

 
H
ellen

istic-O
rien

tal w
orld

(U
p
p
sa
la
:A
lm
q
u
ist

&
W
ik
sell,1929).

五
〇
）

A
.v
.H
a
rn
a
ck
,
L
eh
rbu

ch d
er D

ogm
en
gesch

ich
te
(D
a
rm
sta
d
t:W

issen
sch

a
ftlich

e B
u
ch
g
esellsch

a
ft,
1964

﹇1886

﹈),B
d
.
I,
S
.
108.

五
一
）

W
.B
o
u
sset,

,,Jo
h
a
n
n
esev

a
n
g
eliu

m
,“
R
G
G
(1912

),
B
d
.
III,

co
ls.
608

636.
id
em
,
K
yrios C

h
ristos

,
S
.
180.

五
二
）

W
.W

red
e,
“T
h
e T

a
sk
 
a
n
d
 
M
eth

o
d
s o

f
‘N
ew
 
T
esta

m
en
t T

h
eo
lo
g
y
’,”

T
h
e N

atu
re of

 
N
ew
 
T
estam

en
t T

h
eology,

ed
.
R
.

M
o
rg
a
n
(N
a
p
erv

ille,
IL
:A
lec R

.
A
llen

so
n
,1973),

p
.88 n

.38.
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五
三
）

M
.G
o
g
u
el,

In
trod

u
ction

 
au N

ou
veau T

estam
en
t:
(T
o
m
e II)

L
e Q

u
atriem

e É
van

gile
(P
a
ris:E

rn
est L

ero
u
x
,
1924),

p
p
.
73ff.

ヨ

ハ
ネ
福
音
書
に
対
す
る
パ
ウ
ロ
の
影
響
を
主
張
す
る
も
の
と
し
て
、
次
の
文
献
も
参
照
。J.M

o
ffa
t,
A
n In

trod
u
ction to th

e L
iteratu

re of th
e N

ew
 

T
estam

en
t
(E
d
in
b
u
rg
h
:T
.&

T
.C
la
rk
,
1927

﹇1911

﹈).
A
.E
.B
a
rn
ett,

P
au
l
 
B
ecom

es
 
a
 
L
iterary

 
In
flu
en
ce

(C
h
ica
g
o
:U
n
iv
ersity

 
C
h
ica
g
o P

ress,
1941).

し
か
し
、
こ
ん
に
ち
の
研
究
状
況
に
お
い
て
、
ヨ
ハ
ネ
福
音
書
に
対
す
る
パ
ウ
ロ
の
影
響
と
い
う
観
点
は
、
ほ
と
ん
ど
主
題
的
に

論
じ
ら
れ
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

五
四
）

A
.L
o
isy
,
L
e Q

u
atriem

e É
van

gile
(P
a
ris:E

m
il N

o
u
rry

,
1902).

五
五
）

A
.M

ey
er,

,,Jo
h
a
n
n
eisch

e L
itera

tu
r,“

T
h
R
 
5
(1902),

S
.
316

333.

五
六
）

B
.F
.W

estco
tt,

T
h
e G

ospel accord
in
g to S

t.
Joh

n
(L
o
n
d
o
n
:Jo

h
n M

u
rra

y
,
1882

).

第
一
版
は
一
八
八
〇
年
。

五
七
）

A
sh
to
n
,
U
n
d
erstan

d
in
g th

e F
ou
rth G

ospel,
p
.
18.

五
八
）

B
a
co
n
,
T
h
e F

ou
rth G

ospel in R
esearch an

d
 
D
ebat:

A
 
S
eries of E

ssays on P
roblem

s C
on
cern

in
g th

e O
rigin an

d V
alu
e of th

e
 

A
n
on
ym
ou
s
 
W
ritin

gs A
ttribu

ted
 
to th

e A
postle Joh

n
(N
ew
 
H
a
v
en
:Y
a
le U

n
iv
ersity P

ress,
1918

﹇1910

﹈).

五
九
）

A
sh
to
n
,
U
n
d
erstan

d
in
g th

e F
ou
rth G

ospel,
p
.18 n

.24.

し
か
し
、
こ
れ
は
ヨ
ハ
ネ
福
音
書
テ
キ
ス
ト
の
特
性
と
関
連
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。

マ
タ
イ
、
マ
ル
コ
、
ま
た
、
著
者
が
一
人
称
の
み
で
登
場
す
る
ル
カ
と
も
異
な
っ
て
、
ヨ
ハ
ネ
で
は
、
福
音
書
テ
キ
ス
ト
そ
の
も
の
の
「
真
正
性
」
と
い
う

問
題
を
、
そ
の
テ
キ
ス
ト
そ
れ
自
体
（
の
複
雑
な
、
と
い
う
か
錯
綜
し
た
人
称
構
造
）
が
提
起
す
る
、
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
（
拙
稿
「
ヨ
ハ
ネ
福
音

書
に
お
け
る
読
者
の
問
題
」『
北
海
道
大
学
文
学
研
究
科
紀
要
』一
一
七
、
二
〇
〇
五
年
、
一

三
〇
頁
、
参
照
）。
さ
ら
に
ま
た
、
ヨ
ハ
ネ
福
音
書
テ
キ
ス
ト

の
人
称
の
問
題
と
ア
シ
ュ
ト
ン
の
い
う
ヨ
ハ
ネ
福
音
書
テ
キ
ス
ト
の
「
自
己
言
及
」
性
と
は
関
係
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
た
と
え
ば
、
テ
キ
ス
ト
世
界
の
人

称
世
界
に
巻
き
込
ま
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
同
時
に
ま
た
、「
福
音
書
」と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
そ
の
も
に
に
つ
い
て
考
え
を
め
ぐ
ら
す
よ
う
に
仕
向
け
ら
れ
る
の

で
は
な
い
か
。

六
〇
）

W
.A
.M

eek
s,
“T
h
e M

a
n fro

m
 
H
ea
v
en in Jo

h
a
n
n
in
e S

ecta
ria
n
ism

,”
JB
L
 
85
(1966),

p
p
.
159

169.

し
か
し
、
こ
の
段
階
で
も
ま
だ
、

著
者
問
題
は
く
す
ぶ
り
続
け
る
。
ホ
フ
マ
ン
（G

.H
o
ffm

a
n
n
,
D
as Joh

an
n
esevan

geliu
m
 
als ein

 
A
ltersw

erk:
E
in
e
 
psych

ologisch
e
 
S
tu
d
i e

﹇G
u
terslo

h
:E
v
a
n
g
elisch

er V
erla

g
,1933

﹈）
は
、
こ
の
接
続
の
悪
さ
や
断
絶
を
著
者
の
老
齢
に
よ
る
た
ど
た
ど
し
さ
と
考
え
（
書
名
に
注
目
）、
ル
ナ

ン
（J.E

.R
en
a
n
,
1823

1892

）
は
ヨ
ハ
ネ
の
「
老
人
の
虚
栄
」
と
い
う
こ
と
を
言
っ
て
、
結
局
彼
は
頭
が
弱
く
な
っ
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
、
と
い
う
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（J.E
.R
en
a
n
,
H
istoire d

es origin
es d

u
 
C
h
ristian

ism
e

﹇V
o
l.
V
,
L
es É

v
a
n
g
iles

﹈﹇P
a
ris:C

a
lm
a
n
n L

ev
y
,
1877

﹈,p
p
.
429f.

）。

六
一
）

J.W
ellh

a
u
sen

,
E
rw
eiteru

n
gen

 
u
n
d
 
Ä
n
d
eru

n
gen

 
im
 
vierten

 
E
van

geliu
m

(B
erlin

:G
eo
rg R

eim
er,

1907).

六
二
）

E
.S
ch
w
a
rtz,

,,A
p
o
rien im

 
v
ierten E

v
a
n
g
eliu

m
,“
N
ach

rich
ten
 
von

 
d
er K

on
iglich

en
 
G
esellsch

aft d
er
 
W
issen

sch
aft zu G

ottin
-

gen
:
P
h
ilologisch

-h
istorisch

e K
lasse

(1907),
S
.
342

372;
(1908),

S
.
115

148;
149

188;
497

650.

六
三
）

こ
の
よ
う
な
伝
統
的
「
文
献
批
判
」
の
作
業
・
仮
説
の
背
後
に
は
、「
こ
の
〔
ヨ
ハ
ネ
福
音
書
〕
の
困
っ
た
要
素
を
う
ま
く
取
り
除
き
、
そ
う
し
て
、
パ

ス
カ
ル
が
言
う
と
こ
ろ
の
「
幾
何
学
の
精
神
」
を
も
っ
ぱ
ら
働
か
せ
る
妨
げ
に
な
る
よ
う
な
も
の
に
よ
っ
て
汚
さ
れ
て
い
な
い
精
妙
な
教
え
を
残
そ
う
と
す

る
」
ド
イ
ツ
的
合
理
主
義
が
あ
る
、
と
ア
シ
ュ
ト
ン
は
言
う
（A

sh
to
n
,
U
n
d
erstan

d
in
g th

e F
ou
rth G

ospel,
p
.
29 n

.
62

）。

六
四
）

C
.H
.W

eisse,
D
ie evan

gelisch
e G

esch
ich
te kritisch u

n
d
 
ph
ilosoph

isch bearbeitet
(L
eip
zig
:B
reitk

o
p
f u
n
d H

a
rtel,

1838).

ち
な
み

に
、
本
文
に
お
け
る
ミ
ー
ク
ス
の
引
用
文
中
に
出
て
く
る
シ
ュ
ト
ラ
ウ
ス
の
表
現
は
、
物
語
部
分
を
談
話
部
分
か
ら
切
り
離
し
て
、
後
の
付
加
だ
と
し
た
こ

の
ヴ
ァ
イ
セ
の
著
作
へ
の
反
論
で
あ
っ
た
。
こ
う
い
っ
た
「
分
割
主
義
者
」
の
さ
ら
な
る
先
駆
け
と
し
て
は
、
エ
ッ
カ
ー
マ
ン
（J.C

.
E
ck
erm

a
n
,
1796

）

な
ど
が
い
る
と
、
シ
ュ
ル
ツ
は
指
摘
す
る
（S
.S
ch
u
lz,
U
n
tersu

ch
u
n
gen zu

r M
en
sch
en
soh

n
-C
h
ristologie im

 
Joh

an
n
esevan

geliu
m
,
zu
gleich

 
ein
 
B
eitrag zu

r
 
M
eth
od
en
gesch

ich
te d

er A
u
slegu

n
g d

es 4
.
E
van

geliu
m
s
(G
o
ttin

g
en
:V
a
n
d
en
h
o
ech

&
R
u
p
rech

t,
1957).

六
五
）

K
u
m
m
el,

In
trod

u
ction

 
to th

e N
ew
 
T
estam

en
t
(rev

ised ed
n
.)
(L
o
n
d
o
n
:
S
C
M
 
P
ress,

1975),
p
.
198.

「
錯
簡
仮
説
」
と
は
、
簡
単
に
言

え
ば
、
ヨ
ハ
ネ
福
音
書
の
話
の
つ
な
が
り
が
悪
い
の
は
（
例
え
ば
、
ヨ
ハ
ネ
福
音
書
一
四
章
三
一
節
で
、
イ
エ
ス
が
部
屋
か
ら
出
て
行
く
こ
と
を
勧
め
て
い

る
の
に
、
一
五
章
に
入
っ
て
も
イ
エ
ス
の
談
話
が
続
く
こ
と
、
な
ど
）、
福
音
書
成
立
の
早
い
段
階
に
お
い
て
、
パ
ピ
ル
ス
の
頁
が
何
ら
か
の
理
由
に
よ
り
ご

ち
ゃ
ご
ち
ゃ
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
か
ら
だ
、
と
い
う
考
え
で
あ
る
。

六
六
）

B
.H
.S
treeter,

T
h
e F

ou
r G

ospels:
A
 
S
tu
d
y in

 
O
rigin

s
(L
o
n
d
o
n
:M

a
cm
illa

n
&
C
o
.,
1936

).

本
書
の
初
版
が
一
九
二
四
年
出
版
で
あ

る
。

六
七
）

J.H
.B
ern

a
rd
,
T
h
e G

ospel accord
in
g to S

t.
Joh

n
,
V
o
l.I,

x
v
i
x
x
x
.

六
八
）

B
u
ltm

a
n
n
,
D
as E

van
geliu

m
 
d
es Joh

an
n
es,

S
.
348

351.

六
九
）

し
か
し
、
ル
ナ
ン
は
別
の
意
見
で
、
ヨ
ハ
ネ
福
音
書
を
「
イ
エ
ス
が
ど
の
よ
う
に
話
し
た
か
を
知
る
も
の
と
す
る
な
ら
ば
価
値
は
な
い
が
、
事
実
の
順

序
を
知
る
こ
と
が
問
題
だ
と
す
れ
ば
、
共
観
福
音
書
よ
り
も
価
値
が
あ
る
」、
と
考
え
る
（A

sh
to
n
,
U
n
d
erstan

d
in
g th

e F
ou
rth G

ospel,
p
.28 n

.59

）。
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七
〇
）

J.W
ellh

a
u
sen

,
E
rw
eiteru

n
gen

 
u
n
d
 
Ä
n
d
eru

n
gen

 
im
 
vierten

 
E
van

geliu
m
.

た
だ
し
、「
教
会
的
編
集
〔d

ie k
irch

lich
e R

ed
u
ctio

n

〕」

と
い
う
の
は
ブ
ル
ト
マ
ン
の
用
語
で
あ
る
。B

u
ltm

a
n
n
,
D
as E

van
geliu

m
 
d
es Joh

an
n
es

の
当
該
箇
所
を
参
照
。

七
一
）

W
ellh

a
u
sen

,
D
as E

van
geliu

m
 
Joh

an
n
is
.

七
二
）

F
.S
p
itta

,
D
as Joh

an
n
es-E

van
geliu

m
 
als Q

u
elle d

er G
esch

ich
te Jesu

(G
o
ttin

g
en
:V
a
n
d
en
h
o
eck

&
R
u
p
rech

t,
1910).

七
三
）

G
.C
.W

.S
o
lta
u
,
D
as vierte E

van
geliu

m
 
in
 
sein

er
 
E
n
tsteh

u
n
gsgesch

ich
te d

argelegt
(H
eid
erb

erg
:C
a
rl W

in
ters U

n
iv
esita

ts-

b
u
ch
h
a
n
d
lu
n
g
,
1916).

ブ
ル
ト
マ
ン
が
提
唱
し
た
、
ヨ
ハ
ネ
福
音
書
の
背
後
に
あ
る
二
つ
の
資
料
と
は
、「
啓
示
談
話
〔O

ffen
b
a
ru
n
g
sred

en

〕
資
料
」

と
「
し
る
し
資
料
〔σ

η
μ
∊ι

）α
＝
Q
u
elle

〕」
で
あ
る
。B

u
ltm

a
n
n
,
D
as E

van
geliu

m
 
d
es Joh

an
n
es

の
当
該
箇
所
を
参
照
。

七
四
）

A
.F
a
u
re,

,,D
ie a

lttesta
m
en
tlich

en Z
ita
te im

 
v
ierten E

v
a
n
g
eliu

m
 
u
n
d d

ie Q
u
ellen

sch
eid
u
n
g
sh
y
p
o
th
ese,“

Z
N
W
 
21
(1922),

S
.

99
121.

七
五
）

A
sh
to
n
,
U
n
d
erstan

d
in
g th

e F
ou
rth G

ospel,
p
.
35.

七
六
）

S
treeter,

T
h
e F

ou
r G

ospels,
p
.
377.

七
七
）

B
o
u
sset,

,,Jo
h
a
n
n
esev

a
n
g
eliu

m
,“
R
G
G
(1912

),
B
d
.
III,

co
l.
618.

七
八
）

注
七
四
参
照
。

七
九
）

注
七
三
参
照
。

八
〇
）

注
四
四
参
照
。

八
一
）

注
四
五
参
照
。

八
二
）

注
四
七
参
照
。

八
三
）

A
sh
to
n
,
U
n
d
erstan

d
in
g th

e F
ou
rth G

ospel,
p
.
45.

八
四
）

ibid
.,
p
.
66.

八
五
）

M
.L
ill,

Z
eitlich

keit u
n
d
 
O
ffen

baru
n
g:
E
in
 
V
ergleich von

 
M
artin

 
H
eid
eggers

»S
ein
 
u
n
d
 
Z
eit«

m
it R

u
d
olf B

u
ltm

an
n
s
»D
as

 
E
van

geliu
m
 
d
es Joh

an
n
es,«

(F
ra
n
k
fu
rt a

m
 
M
a
in
/B
erlin

/N
ew
 
Y
o
rk
/P
a
ris:

P
erter L

a
n
g
,
1987),

p
.
5.

ブ
ル
ト
マ
ン
の
ヨ
ハ
ネ
福
音
書
研

究
、
ひ
い
て
は
二
〇
世
紀
以
降
の
ヨ
ハ
ネ
福
音
書
研
究
を
論
じ
る
場
合
に
は
、
こ
の
ブ
ル
ト
マ
ン
と
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
（
思
想
的
）
関
係
は
詳
細
に
検
討
さ
れ

― ―69

北
大
文
学
研
究
科
紀
要



る
べ
き
問
題
だ
と
思
わ
れ
る
。

八
六
）

K
a
sem

a
n
n
,
Jesu

 
letzter

 
W
ille n

ach Joh
an
n
es 1

7
.

八
七
）

ibid
.,
S
.
15.

善
野
他
訳
二
四
頁
。

八
八
）

A
sh
to
n
,
U
n
d
erstan

d
in
g th

e F
ou
rth G

ospel,
p
p
.
69f.

八
九
）

J.D
u
p
o
n
t,
E
ssais su

r la ch
ristologie d

e S
ain

t Jean
(B
ru
g
es:l’A

b
b
a
y
e d

e S
a
in
t-A

n
d
re,

1951).

九
〇
）

O
.C
u
llm

a
n
n
,
D
ie C

h
ristologie d

es N
eu
en
 
T
estam

en
ts
(T
u
b
in
g
en
:J.C

.B
.M

o
h
r,
1957).

九
一
）

A
sh
to
n
,
U
n
d
erstan

d
in
g th

e F
ou
rth G

ospel,
p
p
.
69f.

九
二
）

G
.R
ich
ter,

,,F
leisch

w
erd

u
n
g d

es L
o
g
o
s im

 
Jo
h
a
n
n
esev

a
n
g
eliu

m
,“
N
T
 
13
(1971),

p
p
.
81

126;
14
(1972),

p
p
.
257

276.

九
三
）

U
.S
ch
n
elle,

A
n
tid
oketisch

e C
h
ristologie im

 
Joh

an
n
esevan

geliu
m
:
E
in
e U

n
tersu

ch
u
n
g zu

r S
tellu

n
g d

es vierten
 
E
van

geliu
m
s

 
in
 
d
er joh

an
n
eisch

en
 
S
ch
u
le
(G
o
ttin

g
en
:
V
a
n
d
en
h
o
eck

&
R
u
p
rech

t,
1987).

九
四
）

C
.D
em
k
e,
,,D
er so

g
en
a
n
n
te L

o
g
o
s-H

y
m
n
u
s im

 
jo
h
a
n
n
eisch

en P
ro
lo
g
,“
Z
N
W
 
58
(1967),

S
.
45

68.

九
五
）

ケ
ー
ゼ
マ
ン
に
よ
っ
て
仕
掛
け
ら
れ
た
こ
の
ヨ
ハ
ネ
福
音
書
「
プ
ロ
ロ
ー
グ
」（
ヨ
ハ
ネ
福
音
書
一
章
一
〜
一
八
節
）
を
め
ぐ
る
解
釈
論
争
か
ら
発
展
し

た
文
献
批
判
・
資
料
批
判
的
議
論
は
、
限
り
な
く
錯
綜
し
て
し
ま
っ
た
ま
ま
で
あ
る
。
な
ん
と
か
そ
う
い
っ
た
議
論
を
概
観
す
る
に
は
、
次
の
文
献
を
参
照
。

M
.
T
h
eo
b
a
ld
,
D
ie F

leisch
w
erd

u
n
g d

es L
ogos

(M
u
n
ster:

A
sch

en
d
o
rff,

1988).

概
観
す
る
と
言
っ
て
も
、
本
書
は
五
四
〇
頁
ち
か
く
も
あ
る
。

九
六
）

G
.B
o
rn
k
a
m
m
,
“T
o
w
a
rd
s
 
th
e
 
In
terp

reta
tio
n
 
o
f Jo

h
n
’s
 
G
o
sp
el:A

 
D
iscu

ssio
n
 
o
f T

h
e
 
T
esta

m
en
t o

f Jesu
s
 
b
y
 
E
rn
est

 
K
a
sem

a
n
n
,”
E
vT
h 28

(1968),
S
.
8
25.

九
七
）

T
.O
n
u
k
i,
G
em
ein
d
e u

n
d
 
W
elt im

 
Joh

an
n
esevan

geliu
m
:
E
in
 
B
eitrag zu

r F
rage n

ach d
er th

eologisch
en
 
u
n
d
 
pragm

atisch
en

 
F
u
n
ktion

 
d
es joh

an
n
eisch

en
»D
u
alism

u
s«,

(N
eu
k
irch

en
-V
lu
y
n
:N
eu
k
irch

en
er V

erla
g
,
1984).

九
八
）

H
.-G

.G
a
d
a
m
er,

W
ah
rh
eit u

n
d
 
M
eth
od
e
(T
u
b
in
g
en
:
J.C

.B
.M

o
h
r,
1975

).

九
九
）

A
sh
to
n
,
U
n
d
erstan

d
in
g th

e F
ou
rth G

ospel,
p
.
432.

一
〇
〇
）

F
.M

u
ß
n
er,

D
ie joh

an
n
eisch

e S
eh
w
eise u

n
d
 
d
ie F

rage n
ach d

em
 
h
istorisch

en
 
Jesu

s
(F
reib

u
rg
/B
a
sel /W

ien
:H
eld
er,

1965).

一
〇
一
）

し
か
し
、
こ
れ
ら
の
議
論
で
論
じ
ら
れ
る
「
共
同
体
」＝

「
読
者
」
に
は
、
こ﹅
の﹅
私﹅
自﹅
身﹅
を
含
む
こ
ん
に
ち
の
「
現
実
の
読
者
」
が
含
ま
れ
て
い
な
い
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こ
と
に
注
意
が
い
る
。
例
え
ば
、
大
貫
隆
『
世
の
光
イ
エ
ス
』（
福
音
書
の
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
④
ヨ
ハ
ネ
に
よ
る
福
音
書
）
講
談
社
、
一
九
八
四
年
、
一
七

七

一
七
八
頁
の
「「
わ
た
し
た
ち
」
と
は
誰
か
？
」
を
参
照
。

一
〇
二
）

X
.L
eo
n
-D
u
fo
u
r,
«L
e S

ig
n
e d

u T
em
p
le selo

n S
a
in
t Jea

n
,»
R
S
R
 
39
(1951 /1952),

p
p
.
155

175.

一
〇
三
）

A
sh
to
n
,
U
n
d
erstan

d
in
g th

e F
ou
rth G

ospel,
p
.
76.

た
だ
しO

n
u
k
i,
G
em
ein
d
e u

n
d
 
W
elt im

 
Joh

an
n
esevan

geliu
m

の
文
献
表
に
は

レ
オ
ン＝
デ
ュ
フ
ー
ル
の
名
は
な
い
。
他
方
、
レ
オ
ン＝

デ
ュ
フ
ー
ル
は
、
大
貫
の
著
作
を
好
意
的
に
評
価
し
て
い
る
（R

S
R
 
73

(1985),
p
p
.
253

256

に
お
け
る
大
貫
の
著
作
に
対
す
る
書
評
を
参
照
）。

一
〇
四
）

便
宜
上
「
共
同
体
」
と
す
る
が
、
ア
シ
ュ
ト
ン
な
ど
も
無
造
作
に“Jo

h
a
n
n
in
e sch

o
o
l”

（U
n
d
erstan

d
in
g
 
th
e
 
F
ou
rth
 
G
ospel,

p
.
82

）、

“Jo
h
a
n
n
in
e co

m
m
u
n
ity
”

（ibid
.,p

.86

）、“g
ro
o
p
”

（ibid
.

）
な
ど
の
語
を
用
い
て
い
る
の
が
気
に
な
る
。
ま
さ
し
く
、
こ
の
「
共
同
体
」
の
性
格
を

め
ぐ
っ
て
も
、
い
ろ
い
ろ
議
論
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
例
え
ば
、
ヘ
ン
ゲ
ル
な
ら
ば
「
学
派
〔S

ch
u
le ＝

S
ch
o
o
l

〕」
と
い
う
呼
称
に
こ
だ
わ
る
（H

en
g
el,

D
ie Joh

an
n
eisch

e F
rage,

S
.12f.

な
ど
随
所
。）。

一
〇
五
）

B
u
ltm

a
n
n

の
注
解
書
に
お
け
る
「
実
存
論
的
」
ヨ
ハ
ネ
福
音
書
解
釈
は
、
い
わ
ば
個
人
主
義
的
で
あ
り
、
こ
う
い
っ
た
「
社
会
学
」
的
関
心
が
欠
け

て
い
た
と
指
摘
す
る
こ
と
も
で
き
よ
う
（A

sh
to
n
,
U
n
d
erstan

d
in
g th

e F
ou
rth G

ospel,
p
.
101

）。

一
〇
六
）

R
.T
.F
o
rtn
a
,
T
h
e G

ospel of S
ign

s:
A
 
R
econ

stru
ction

 
of th

e N
arrative S

ou
rce U

n
d
erlyin

g th
e F

ou
rth G

ospel
(C
a
m
b
rid
g
e:

C
a
m
b
rid
g
e U

n
iv
ersity P

ress,
1970),

p
.
1 n

.
1.

一
〇
七
）

D
.M

o
o
d
y S

m
ith
,
T
h
e C

om
position

 
an
d
 
O
rd
er of th

e F
ou
rth G

ospel
(N
ew
 
H
a
v
en
/L
o
n
d
o
n
:Y
a
le U

n
iv
ersity P

ress,
1965).

一
〇
八
）

E
.H
a
en
ch
en
,
D
as Joh

an
n
esevan

geliu
m
:
E
in
 
K
om
m
en
tar

(a
u
s d

en n
a
ch
g
ela
ssen

en M
a
n
u
sk
rip
ten h

era
u
sg
eg
eb
en v

o
n U

.

B
u
sse)

(T
u
b
in
g
en
:J.C

.B
.M

o
h
r,
1980),

S
.48

57.

一
〇
九
）

D
o
d
d
,
In
terpretation

,
p
p
.
289f.

そ
こ
で
の
ド
ッ
ド
の
議
論
は
こ
こ
で
は
詳
述
で
き
な
い
が
、
現
在
あ
る
テ
キ
ス
ト
の
統
一
性
を
、
む
し
ろ
前
提

と
し
て
出
発
し
よ
う
と
す
る
い
わ
ゆ
る
「
新
し
い
文
学
批
評
」
の
方
法
を
補
強
す
る
論
点
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
。
注
五
九
で
言
及
し
た
拙
稿
「
ヨ
ハ
ネ
福

音
書
に
お
け
る
読
者
の
問
題
」
参
照
。

一
一
〇
）

E
.R
u
ck
sth
u
l,
D
ie literarisch

e E
in
h
eit d

es Joh
n
n
esevan

geliu
m
s:
D
ie gegen

w
artige S

tan
d
 
d
er
 
ein
sch
lagigen

 
F
orsch

u
n
gen

(S
ch
w
eiz:

U
n
iv
ersita

tsv
erla

g F
reib

u
rg
/G
o
ttin

g
en
:
V
a
n
d
en
h
o
eck

&
R
u
p
rech

t,
1987

﹇1951

﹈).
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一
一
一
）

B
.L
in
d
a
rs,

B
eh
in
d
 
th
e F

ou
rth G

ospel
(L
o
n
d
o
n
:S
P
C
K
,
1971).

一
一
二
）

A
sh
to
n
,
U
n
d
erstan

d
in
g th

e F
ou
rth G

ospel,
p
.
81.

一
一
三
）

ibid
.,
p
p
.
82f.

一
一
四
）

B
ro
w
n
,
T
h
e G

ospel A
ccord

in
g to Joh

n
,v
o
l.I,x

x
x
iv
x
x
x
ix
.

こ
の
「
五
段
階
」
を
略
述
す
れ
ば
、
以
下
の
通
り
で
あ
る
。（
一
）
共
観
福

音
書
型
の
イ
エ
ス
の
言
葉
と
行
な
い
に
か
ん
す
る
伝
承
、（
二
）そ
う
い
っ
た
伝
承
の
、
九
章
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
な
、
少
な
く
と
も
数
十
年
に
わ
た
る
ヨ
ハ

ネ
的
パ
タ
ー
ン
で
の
発
展
、（
三
）
そ
う
い
っ
た
伝
承
素
材
を
ひ
と
続
き
の
著
作
へ
と
仕
上
げ
た
ヨ
ハ
ネ
福
音
書
の
い
わ
ば
第
一
版
の
成
立
、（
四
）
そ
の
著

作
の
改
訂
作
業
（
ブ
ラ
ウ
ン
は
福
音
書
記
者
が
何
度
か
改
訂
し
た
と
考
え
て
い
る
）、（
五
）
福
音
書
記
者
と
は
別
人
の
編
集
者
と
呼
ぶ
べ
き
者
の
手
に
よ
る

最
終
的
編
集
作
業
。
こ
の
「
編
集
者
〔red

a
cto

r

〕」
は
、
福
音
書
記
者
と
同
じ
「
学
派
〔sch

o
o
l

〕」
に
属
す
る
ご
く
近
し
い
者
、
あ
る
い
は
「
弟
子
〔d

iscip
le

〕」

だ
と
い
う
。

一
一
五
）

W
.W

ilk
en
s,
D
ie E

n
tsteh

u
n
gsgesch

ich
te d

es vierten
 
E
van

geliu
m
s
(Z
o
llik

o
n
:E
v
a
n
g
elisch

er V
erla

g
,
1958).

た
だ
し
、
二
一
章
な

ど
を
除
い
て
、
基
本
的
に
は
一
人
の
目
撃
証
言
に
よ
る
改
訂
と
す
る
。

一
一
六
）

L
in
d
a
rs,

B
eh
in
d
 
th
e F

ou
rth G

ospel,
p
p
.
27

60.

さ
ら
に
、id

em
,
T
h
e G

ospel of Joh
n
,
p
p
.
46

54.

一
一
七
）

M
.-É

.B
o
ism

a
rd et A

.L
a
m
o
u
ille,

S
yn
opse d

es qu
atre evan

giles en fran
çais

,
III.

L
’É
van

gile d
e Jean

(P
a
ris:C

erf,
1977).

「
特

異
」と
い
う
の
は
、
同
一
著
者
の
別
版
や
原
福
音
書
と
で
も
い
う
べ
き
下
書
き
の
存
在
を
仮
定
し
た
り
、
一
部
著
者
ル
カ
説
、
な
ど
を
唱
え
る
て
ん
で
あ
る
。

一
一
八
）

注
一
〇
四
参
照
。

一
一
九
）

し
か
し
、
こ
れ
は
「
当
然
」
で
は
な
い
。
本
文
の
六
〇
頁
に
記
し
た
マ
ー
テ
ィ
ン
の
考
え
に
対
す
る
ア
シ
ュ
ト
ン
の
言
及
、
ま
た
、
注
一
三
四
で
ふ

れ
て
い
る
拙
稿
の
図
１
を
見
よ
。

一
二
〇
）

ヴ
ィ
ル
ッ
ケ
ン
ス
（U

.W
ilck

en
s

）
に
よ
る
リ
ヒ
タ
ー
（G

.R
ich
ter

）
の
論
文
集
に
対
す
る
書
評
（T

L
Z
 
106

﹇1981

﹈,S
.
815

817

）
に
お
け

る
評
言
。

一
二
一
）

A
sh
to
n
,
U
n
d
erstan

d
in
g th

e F
ou
rth G

ospel,
p
.
93.

一
二
二
）

W
.M

eek
s,
T
h
e P

roph
et-K

in
g:

M
oses T

rad
ition

s an
d
 
th
e Joh

an
n
in
e C

h
ristology

(L
eid
en
:E
.J.B

rill,
1967).

一
二
三
）

J.-A
.B
u
h
n
er,

D
er G

esan
d
te u

n
d sein

 
W
eg im

 
vierten E

van
geliu

m
:
D
ie ku

ltu
r-
u
n
d religion

sgesch
ich
tlich

e G
ru
n
d
lagen d

er
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joh
an
n
eisch

en
 
S
en
d
u
n
gsch

ristologie sow
ie ih

re trad
ition

sgesch
ich
tlich

e E
n
tw
icklu

n
g
(T
u
b
in
g
en
:J.C

.B
.M

o
h
r,
1977),

S
.
1.

一
二
四
）

S
.S
ch
u
lz,

U
n
tersu

ch
u
n
gen

 
zu
r M

en
sch
en
soh

n
-C
h
ristologie im

 
Joh

an
n
esevan

geliu
m
,
zu
gleich ein

 
B
eitrag zu

r M
eth
od
en
ges-

ch
ich
te d

er A
u
slegu

n
g d

es 4
.
E
van

geliu
m
s
(G
o
ttin

g
en
:
V
a
n
d
en
h
o
eck

&
R
u
p
rech

t,
1957).

一
二
五
）

W
.A
.M

eek
s,
“T
h
e M

a
n fro

m
 
H
ea
v
en in Jo

a
n
n
in
e S

ecta
ria
n
ism

,”
JB
L
 
91
(1972),

p
p
.
44

72.

こ
の
「（
魂
の
）
上
昇
／
下
降
」
と

い
う
宗
教
史
的
モ
チ
ー
フ
の
探
究
に
か
ん
し
て
、
い
ま
の
と
こ
ろ
こ
の
ヨ
ハ
ネ
福
音
書
研
究
と
は
直
接
切
り
結
ば
な
い
が
、
私
の
い
ま
ひ
と
つ
の
研
究
対
象

で
あ
る
宗
教
学
者
（I.P

.C
u
lia
n
u
,
1950

1991

）
に
よ
る
こ
の
モ
チ
ー
フ
の
宗
教
史
的
探
究
と
の
関
連
が
興
味
深
い
（
拙
稿
「
Ｉ
・
Ｐ
・
ク
リ
ア
ー
ノ
の
他

世
界
（o

th
er w

o
rld

）
探
究
｜

ク
リ
ア
ー
ノ
宗
教
学
の
原
点
と
方
法
｜

」
ク
リ
ア
ー
ノ
研
究
会
編
『
ク
リ
ア
ー
ノ
研
究
』
創
刊
号
〔
近
刊
予
定
〕〔
イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
上
で
の
み
の
公
開h

ttp
: //sa

p
p
o
ro
.co
o
l.n
e.jp

/h
o
k
u
sy
u
/

〕）。

一
二
六
）

P
.B
o
rg
en
,
B
read

 
from

 
H
eaven

:
A
n E

xegetical S
tu
d
y of th

e C
on
cept of M

an
n
a in th

e G
ospel of Joh

n an
d
 
th
e W

ritin
g of

 
P
h
ilo

(L
eid
en
:
E
.J.B

rill,
1965).

一
二
七
）

J.-A
.B
u
h
n
er,

D
er G

esan
d
te u

n
d
 
sein

 
W
eg im

 
vierten

 
E
van

geliu
m
.

一
二
八
）

J.L
.M

a
rty
n
,
H
istory an

d
 
T
h
eology in

 
th
e F

ou
rth G

ospel
(N
a
sh
v
ille:

A
b
in
g
d
o
n P

ress,
1979

﹇1968

﹈).

一
二
九
）

M
.v
o
n A

b
erle,

,,Ü
b
er d

en Z
w
eck d

es Jo
h
a
n
n
esev

a
n
g
eliu

m
,“
T
h
eologisch

e Q
u
artalsch

rift,
42
(1861),

S
.
37

94.

さ
ら
に
、
よ
り

最
近
の
マ
ー
テ
ィ
ン
説
の
先
駆
け
と
し
て
、
次
も
参
照
。K

.L
.C
a
rro

ll,
“T
h
e F

o
u
rth G

o
sp
el a

n
d th

e E
x
clu
sio
n o

f C
h
ristia

n
s fro

m
 
S
y
n
a
-

g
o
g
u
es,”

B
JR
L
 
40
(1957 /1958),

p
p
.
19

32.

一
三
〇
）

J.A
.T
.R
o
b
in
so
n
,
R
ed
atin

g th
e N

ew
 
T
estam

en
t
(L
o
n
d
o
n
:
S
C
M
,
1976).

一
三
一
）

ア
シ
ュ
ト
ン
（A
sh
to
n
,
U
n
d
erstan

d
in
g
 
th
e
 
F
ou
rth

 
G
ospel,

p
.107

）
は
、K

.B
o
rn
h
a
u
ser,

D
as
 
Joh

an
n
esevan

geliu
m
:
E
in
e

 
M
ission

ssch
rift

 
fu
r
 
Israel

(G
u
terslo

h
:C
.B
ertelsm

a
n
n
,
1928)

な
ど
に
言
及
し
つ
つ
、
ヨ
ハ
ネ
福
音
書
テ
キ
ス
ト
に
お
け
る
「
ユ
ダ
ヤ
人
た
ち

Ιο
υ
δα
ι

）οι

」
と
い
う
言
葉
の
用
法
の
違
い
を
吟
味
す
る
必
要
性
を
指
摘
し
て
、
マ
ー
テ
ィ
ン
の
前
提
に
疑
問
を
呈
す
る
の
で
あ
る
。

一
三
二
）

注
一
三
四
参
照
。

一
三
三
）

J.L
.M

a
rty
n
,
T
h
e G

ospel of Joh
n
 
in
 
C
h
ristian

 
H
istory

(N
ew
 
Y
o
rk
/R
a
m
sey

/T
ro
n
to
:
P
a
u
list P

ress,
1978),

p
.
92.

一
三
四
）

注
五
九
で
言
及
し
た
拙
稿
「
ヨ
ハ
ネ
福
音
書
に
お
け
る
読
者
の
問
題
」、
八
頁
参
照
。
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北
大
文
学
研
究
科
紀
要



一
三
五
）

R
.A
.C
u
lp
ep
p
er,

A
n
atom

y of th
e F

ou
rth G

ospel:
A
 
S
tu
d
y in

 
L
iterary D

esign
(P
h
ila
d
elp
h
ia
:
F
o
rtress P

ress,
1983).

一
三
六
）

注
一
三
四
参
照
。

新
約
原
典
テ
キ
ス
ト

N
estle-A

la
n
d
,
N
ovu

m
 
T
estam

en
tu
m
 
G
raece

(S
tu
ttg
a
rt:

D
eu
tsch

e B
ib
elg
esellsch

a
ft,

2006
).

二
〇
〇
六
年
八
月

― ―74

ヨ
ハ
ネ
福
音
書
の
「
歴
史
的
」
研
究
は
何
を
達
成
し
た
か


