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ヨ
ハ
ネ
福
音
書
に
お
け
る
動
詞
の
「
相
（A

sp
ect

）」
の
問
題

佐

々

木

啓

は
じ
め
に

私
は
、
一
九
九
三
年
に
開
催
さ
れ
た
日
本
新
約
学
会
第
三
三
回
学
術
大
会
で
の
研
究
発
表
を
も
と
に
、「
ヨ
ハ
ネ
福
音
書
に
お
け
る
時
制

（
称
）
論
の
試

一み
」
と
い
う
論
文
を
、
同
学
会
の
学
会
誌
『
新
約
学
研
究
』
第
二
二
号
に
寄
稿
し
た
。
そ
の
論
文
で
は
、
ヨ
ハ
ネ
福
音
書
全

二
一
章
の
う
ち
、
第
一
章
か
ら
第
一
二
章
ま
で
に
現
わ
れ
て
く
る
動
詞
の
、
い﹅
わ﹅
ゆ﹅
る﹅
「
時
制
（
称
）」
形
（ten

se-fo
rm
s

）
を
め
ぐ
る
問

題
を
論
じ
た
。
本
稿
は
、
ヨ
ハ
ネ
福
音
書
の
残
り
の
章
、
す
な
わ
ち
第
一
三
章
か
ら
第
二
一
章
ま
で
を
も
加
え
て
、
冒
頭
に
記
し
た
論
文

と
同
じ
観
点
か
ら
、
ま
た
同
じ
方
法
に
よ
っ
て
、
ヨ
ハ
ネ
福
音
書
に
お
け
る
動
詞
の
「
時
制
形

二

（ten
se-fo

rm
s

）」
を
め
ぐ
る
問
題
を
、
よ

り
網
羅
的
・
包
括
的
に
論
じ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
「
時
制
形
」
を
め
ぐ
る
論
文
が
、
な
ぜ
本
稿
の
タ
イ
ト
ル
に
よ
う
に
「「
相

（a
sp
ect

）」
の
問
題
」
と
な
る
の
か
と
い
う
こ
と
は
、
以
下
の
「
本
論
」
を
お
読
み
い
た
だ
け
ば
了
解
し
て
い
た
だ
け
る
で
あ
ろ
う
。
い
わ
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ば
完
結
編
に
あ
た
る
本
稿
の
執
筆
が
、
か
く
も
遅
れ
た
の
は
、
ひ
と
え
に
私
の
怠
慢
に
よ
る
わ
け
で
あ
る
が
、
こ
の
間
十
数
年
を
経
て
も

な
お
、
こ
ん
に
ち
再
び
ヨ
ハ
ネ
福
音
書
の
「
時
制
形
」
を
め
ぐ
る
問
題
に
つ
い
て
論
じ
る
必
然
性
に
つ
い
て
も
ま
た
、
以
下
の
「
本
論
」

に
よ
っ
て
理
解
し
て
い
た
だ
け
る
も
の
と
考
え
て
い
る
。

本
論

一

理
論
と
方
法

冒
頭
に
記
し
た
拙
稿
で
私
が
と
っ
た
観
点
と
は
、
現
在
、
マ
ッ
ク
マ
ス
タ
ー
神
学
大
学
（M

cM
a
ster D

iv
in
ity
 
C
o
lleg

e

）
の
学
長

職
に
あ
るS

ta
n
ley E

.
P
o
rter

が
一
九
八
九
年
に
出
版
し
た
浩
瀚
な
著
書V

erbal A
spect in th

e G
reek of th

e N
ew
 
T
estam

en
t,

w
ith R

eferen
ce to T

en
se an

d

三

M
ood

で
展
開
し
た
ギ
リ
シ
ャ
語
動
詞
の
い﹅
わ﹅
ゆ﹅
る﹅
「
時
制
形
（ten

se-fo
rm
s

）」
を
め
ぐ
る
挑
戦
的

な
理
論
に
も
と
づ
く
も
の
で
あ
る
。
ま
ず
は
じ
め
に
、
そ
の
理
論
に
つ
い
て
説
明
す
る
必
要
が
あ
る
。
以
下
の
論
述
で
は
、
一
部
一
九
九

四
年
の
拙
稿
の
内
容
と
重
な
る
部
分
も
あ
る
が
、
こ
と
が
ら
を
明
快
に
す
る
た
め
に
は
、
そ
れ
も
あ
る
程
度
は
や
む
を
え
な
い
。
し
か
し
、

今
回
、
以
下
の
叙
述
で
は
、
よ
り
簡
潔
・
明
瞭
を
心
が
け
、P

o
rter

の
前
掲
書
で
は
な
く
、
当
該
理
論
に
基
づ
き
つ
つ
彼
が
前
著
の
数
年

後
に
書
い
た
新
約
聖
書
ギ
リ
シ
ャ
語
文
法
の
よ
り
コ
ン
パ
ク
ト
な
、
し
か
し
非
常
に
斬
新
な
中
級
向
け
解
説
書
と
で
も
い
う
べ
きId

iom
s

 
of th

e G
reek N

ew

四

T
estam

en
t

に
拠
る
こ
と
に
す
る
。

そ
も
そ
も
、「
い﹅
わ﹅
ゆ﹅
る﹅
「
時
制
形
」」
な
ど
と
く
だ
く
だ
し
く
書
い
て
い
る
と
こ
ろ
に
、
こ
の
理
論
の
発
端
と
な
る
問
題
が
あ
る
。
ギ

リ
シ
ャ
語
動
詞
は
、
法
（m

o
o
d

）、
相
（

五

v
o
ice

）、
人
称
（p

erso
n

）、
数
（n

u
m
b
er

）、
お
よ
び
、
時
制
（ten

se

）、
に
従
っ
て
変
化
す

ヨ
ハ
ネ
福
音
書
に
お
け
る
動
詞
の
「
相
（A

sp
ect

）」
の
問
題
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る
と
説
明
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、「
時
制
形
」
と
は
、
そ
れ
ら
動
詞
の
変
化
形
の
う
ち
、「
時
制
」
に
応
じ
て
変
化
し
た
個
々
の
動
詞
の
形
を

い
う
わ
け
で
あ
る
。
し
か
しP

o
rter

は
、
こ
の
「
い﹅
わ﹅
ゆ﹅
る﹅
「
時
制
形
（ten
se-fo

rm
s

）」」
が
、「
時
制
（ten

se

）」
に
即
し
て
変
化
し

た
形
で﹅
は﹅
な﹅
い﹅
と
し
て
、
既
存
の
お
お
か
た
の
ギ
リ
シ
ャ
語
文
法
書
の
説
明
に
対
し
て
全
面
的
に
異
議
を
唱
え
る
の
で
あ

六る
。

「
時
制
」
と
は
、「

現
実
の

つ
ま
り

自
然
の

時
間
の
さ
ま
ざ
ま
な
範
疇
化
を
表
わ
す
文
法
範

七疇
」
で
あ
る
。
よ
り
簡
単
に
言
い
な

お
せ
ば
、「
時
制
形
」
と
は
、
フ
ラ
ン
ス
語
の
（
半
・
単
純
）
過
去
形
｜
現
在
形
｜
未
来
形
の
よ
う
に
、
過
去
｜
現
在
｜
未
来
と
い
っ
た
客

観
的
な
時
間
の
区
分
け
に
も
と
づ
い
て
動
詞
が
変
化
し
た
形
で
あ
る
。
従
来
の
ギ
リ
シ
ャ
語
文
法
で
は
、
客
観
的
な
時
間
で
あ
る
今＝

現

在
か
ら
見
た
過
去
を
表
わ
す
動
詞
の
「
時
制
形
」
と
し
て
「
ア
オ
リ
ス
ト
形
」
と
「
未
完
了
過
去
形
」
が
、
現
在
を
表
わ
す
も
の
と
し
て

「
現
在
形
」
が
、
さ
ら
に
未
来
を
表
わ
す
も
の
と
し
て
「
未
来
形
」
が
あ
る
、
と
説
明
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、P

o
rter

に
よ
れ
ば
、
こ
の

従
来
「
時
制
形
」
と
呼
ば
れ
て
き
た
も
の
は
、
上
述
の
よ
う
な
過
去
｜
現
在
｜
未
来
と
い
う
客
観
的
な
時
間
図
式
に
も
と
づ
く
「
時
制

（ten
se

）」
に
即
し
た
変
化
な
の
で﹅
は﹅
な﹅
く﹅
、
む
し
ろ
「
相
（a

sp
ect

）」
と
い
う
も
の
を
文
法
的
に
表
わ
し
た
も
の
だ
と
さ
れ
る
。

こ
の
動
詞
の
「
相
（a

sp
ect

）」
と
い
う
の
は
、P

o
rter

に
よ
れ
ば
、「
話
し
手
や
書
き
手
が
、
動
詞
の
〔
変
化
〕
体
系
の
中
か
ら
特
定

の
〔
い
わ
ゆ
る
〕
時
制
形
を
選
ぶ
こ
と
に
よ
っ
て
、
あ
る
行
為
に
対
す
る
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
を
文
法
的
に
表
わ
す
（g

ra
m
m
a
tica

lize

）

（
す
な
わ
ち
、
あ
る
〔
動
詞
の
〕
語
形
の
選
択
に
よ
っ
て
あ
る
意
味
を
示
す
）
た
め
の
意
味
論
的
な
（
意
味
す
る
）
範

八疇
」
で
あ
る
、
と
定

義
さ
れ
る
。

話
が
や
や
こ
し
い
の
は
、「
時
制
形
」
と
い
う
言
葉
を
使
い
つ
つ
、
そ
の
形
が
「
時
制
」
で
は
な
く
「
相
（a

sp
ect

）」
を
表
わ
し
て
い
る
、

と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
の
「
相
」
と
い
う
の
は
、
話
し
手
や
書
き
手
の
「
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
」
を
反
映
し
て

い
る
の
で
あ
る
か
ら
、「
客
観
的
」
な
時
間
観
念
を
表
現
す
る
の
で﹅
は﹅
な﹅
く﹅
、
描
写
す
る
行
為
や
出
来
事
に
対
す
る
「
話
し
手
や
書
き
手
」

北
大
文
学
研
究
科
紀
要
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の
主﹅
観﹅
的﹅
な﹅
見﹅
方﹅
（p

ersp
ectiv

e

）
を
表
わ
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。P

o
rter

は
言
う
。「
ギ
リ
シ
ャ
語
に
お
け
る
動
詞
は
、
話
者
や
記

者
の
特
定
の
行
為
に
対
す
る
見
方
を
示
す
も
の
と
し
て
、
現
実
の
世
界
に
お
い
て
そ
の
行
為
が
ど
の
よ
う
に
「
客
観
的
に
」
起
こ
っ
た
か
、

あ
る
い
は
「
い
つ
」
そ
れ
が
起
こ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
と
い
っ
た
こ
と
と
は
無
関
係
に
、
機
能
し
て
い
る
の
で
あ

九る
」。

P
o
rter

に
よ
れ
ば
、
ギ
リ
シ
ャ
語
に
は
三
つ
の
動
詞
の
「
相
」
が
あ
り
、
そ
れ
ら
は
三
つ
の
主
要
な
、
い﹅
わ﹅
ゆ﹅
る﹅
時
制
形
に
結
び
つ
い

て
い
る
。
一
つ
目
は
「
完
了
相
（p

erfectiv
e a
sp
ect

）」
と
呼
ば
れ
、
い﹅
わ﹅
ゆ﹅
る﹅
時
制
形
ア
オ
リ
ス
ト
の
「
意
味
（
意
味
論
）
で
あ

一
〇る

」。

こ
の
ア
オ
リ
ス
ト
形
で
は
、「
そ
の
使
用
者
に
よ
っ
て
、
あ
る
行
為
が
、
す
で
に
完
了
し
て
お
り
、
他
の
行
為
と
さ
し
て
区
別
さ
れ
て
い
な

い
（co

m
p
lete a

n
d u
n
d
ifferen

tia
ted

）
過
程
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ

一
一る

」。
し
た
が
っ
て
、
ア
オ
リ
ス
ト
形
を
用
い
て
い
る

か
ら
と
言
っ
て
、
そ
れ
が
一
義
的
に
客
観
的
な
過
去
の
行
為
や
出
来
事
を
描
写
し
て
い
る
の
で﹅
は﹅
な﹅
い﹅
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

二
つ
目
は
、「
未
完
了
相
（im

p
erfectiv

e a
sp
ect

）」
と
呼
ば
れ
、
こ
れ
を
表
わ
す
時
制
形
は
、
現
在
形
と
未
完
了
過
去
形
と
い
う
、

い﹅
わ﹅
ゆ﹅
る﹅
時
制
形
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
形
が
用
い
ら
れ
る
時
に
は
、
そ
の
話
者
や
記
者
に
よ
っ
て
、
動
詞
で
表
わ
さ
れ
た
「
そ
の
行
為
が

経
過
中
で
あ
る
（b

ein
g in p

ro
cess

）
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
そ
の
行
為
の
内
的
構
造
が
展
開
し
て
い
く

（u
n
fo
ld
in
g

）
も
の
と
し
て
見
ら
れ
て
い
る
の
で
あ

一
二る

」。
し
た
が
っ
て
、
従
来
、「
時
制
」
に
も
と
づ
い
て
説
明
さ
れ
て
き
た
よ
う
に
、
現

在
形
が
客
観
的
な
「
現
在
」
の
行
為
や
出
来
事
を
表
わ
し
、
未
完
了
過
去
形
が
「
過
去
」
の
行
為
や
出
来
事
を
表
わ
す
、
と
い
う
わ
け
で

は
必﹅
ず﹅
し﹅
も﹅
な﹅
い﹅
の
で
あ
る
。

三
つ
目
は
「
状
態
相
（sta

tiv
e a

sp
ect

）」
と
呼
ば
れ
、
完
了
形
と
過
去
完
了
形
と
い
う
二
つ
の
い﹅
わ﹅
ゆ﹅
る﹅
時
制
形
が
そ
れ
を
表
わ
し

て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
時
制
形
が
用
い
ら
れ
る
と
き
、
そ
の
行
為
や
出
来
事
は
「
所
与
の
（
し
ば
し
ば
複
雑
な
）
事
態
（sta

te o
f

 
a
ffa
ires

）
を
反
映
す
る
も
の
と
し
て
見
ら
れ
て
い
る
の
で
あ

一
三る

」。
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
ら
の
い﹅
わ﹅
ゆ﹅
る﹅
完
了
形
で
は
、
過
去
（
さ
ら
に

― ―4
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そ
の
過
去
）
の
行
為
の
結
果
で
あ
る
と
か
、
そ
の
持
続
と
い
っ
た
こ
と
が
ら
が
意
味
さ
れ
て
い
る
わ﹅
け﹅
で﹅
は﹅
な﹅
い﹅
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

P
o
rter

に
よ
れ
ば
、「
完﹅
了﹅
相
」
を
示
す
ア
オ
リ
ス
ト
形
は
、
ギ
リ
シ
ャ
語
動
詞
の
「
相
」
に
お
い
て
は
、「
も
っ
と
も
負
荷
が
加
え
ら

れ
て
い﹅
な﹅
い﹅
も
の
（th

e lea
st h

ea
v
ily

一
四

w
eig
h
ted

）」
で
あ
り
、「「
デ
フ
ォ
ル
ト
」
時

一
五制

」
と
も
呼
ば
れ
る
。

そ
れ
に
対
し
て
「
未
完
了
相
」
で
あ
る
現
在
形
や
未
完
了
過
去
形
は
、「
よ
り
負
荷
が
大
き
い
（m

o
re h

ea
v
ily

一
六

w
eig
h
ted

）」
も
の
で

あ
り
、「
完
了
相
」
で
あ
る
ア
オ
リ
ス
ト
形
に
対
す
る
か
た
ち
で
、
大
き
な
「
意
味
論
的
重
要
性
（sem

a
n
tic

一
七

sig
n
ifica

n
ce

）」
を
も
っ

て
い
る
と
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、「
ア
オ
リ
ス
ト
は
物
語
（n
a
rra

tiv
e

）
の
背
骨
を
形
づ
く
る
時
制
〔
形
〕
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
現
在

〔
形
〕
は
し
ば
し
ば
非
物
語
的
（n

o
n
-n
a
rra

tiv
e

）
な
文
脈
に
現
わ
れ
て
く
る
の
で
あ

一
八る

」。

そ
し
て
さ
ら
に
、「
状
態
相
」
を
示
す
完
了
形
や
過
去
完
了
形
は
、
ギ
リ
シ
ャ
語
の
時
制
形
の
中
で
は
、「
も
っ
と
も
意
味
論
的
な
負
荷

が
加
え
ら
れ
た
（m

o
st h

ea
v
ily

一
九

w
eig
h
ted

）」
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
る
。「
状
態
相
の
力
は
、
文
法
的
主
語
が
事
態
の
焦
点
だ
、
と
い
う

こ
と
な
の
で
あ

二
〇る

」。
し
た
が
っ
て
、
た
と
え
ば
、ο

ιδα

と
い
う
ギ
リ
シ
ャ
語
は
、「
私
は
知
り
う
る
状
態
に
あ
る
」と
い
う
意
味
で
あ
っ

て
、「
私
は
知
っ
て
お
り
、
そ
の
〔
知
っ
て
い
る
内
容
で
あ
る
〕
事
実
が
〔
い
つ
か
過
去
の
時
点
か
ら
〕
知
ら
れ
続
け
て
い

二
一る

」
と
い
う
意

味
で﹅
は﹅
な﹅
い﹅
、
とP

o
rter

は
書
い
て
い
る
。

さ
ら
に
ま
た
、
同
じ
「
未
完
了
相
」
で
あ
る
現
在
形
と
未
完
了
過
去
形
と
の
関
係
、
同
様
に
「
状
態
相
」
で
あ
る
完
了
形
と
過
去
完
了

形
と
の
間
の
関
係
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
か
と
い
え
ば
、
そ
れ
ぞ
れ
の
間
に
は
、
話
者
や
記
者
の
描
写
す
る
事
態（sta

te o
f a
ffa
ir-

es

）
に
対
す
る
態
度
（a

ttitu
d
e

）
の
違
い
が
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
後
者
に
は
、「
よ
そ
よ
そ
し
さ
（rem

o
ten

ess

）」
と
い
う
主﹅
観﹅
的﹅
態
度
が

存
在
す
る
の
だ
、
と
い
う
説
明
が
な
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
二
つ
の
変
化
形
は
、
客
観
的
な
時
間
観
念
の
表
出
に
実
際
に
か
か
わ
る
形

に
ギ
リ
シ
ャ
語
動
詞
が
も
っ
と
も
接
近
し
て
い
る
場
合
だ
と
い
う
（
つ
ま
り
、
時
間
的
に
遠
い
（rem

o
te

）
と
話
者
や
記
者
が
主
観
的
に
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み
な
す
の
は
、
通
常
「
過
去
」
の
こ
と
だ
、
と
い
う
わ
け
だ
ろ
う
）。
し
か
し
、
そ
れ
で
も
、
こ
れ
ら
「
未
完
了
」
形
や
「
過
去
完
了
」
形

が
、
い
ち
り
つ
に
「
絶
対
的
な
時
制
（a

b
so
lu
te ten

se

）」
を
意
味
す
る
わ
け
で
は
な
い
とP

o
rter

は
記
し
て
い

二
二る

。

ギ
リ
シ
ャ
語
動
詞
の
い﹅
わ﹅
ゆ﹅
る﹅
時
制
形
と
し
て
、
残
る
未
来
形
は
ど
う
な
る
か
と
い
え
ば
、
こ
れ
も
や
は
り
、
客
観
的
な
時
間
観
念
に

も
と
づ
く
「
時
制
」
形
で﹅
は﹅
な﹅
い﹅
が
、
前
段
で
示
し
た
三
つ
の
「
相
」
の
関
係
に
も
入
っ
て
こ
な
い
い
く
ぶ
ん
特
殊
な
位
置
づ
け
を
与
え

ら
れ
る
。「
未
来
形
は
、
期
待
（ex

p
ecta

tio
n

）
を
（
意
味
す
る
）
意
味
論
的
特
徴
を
文
法
的
に
表
わ
し
て
い

二
三る

」
と
さ
れ
、「
直
接
法

in
d
ica
tiv
e
 
m
o
o
d

」
と
対
立
す
る
「
接
続
法su

b
ju
n
ctiv

e
 
m
o
o
d

」
や
「
希
求
法o

p
ta
tiv
e
 
m
o
o
d

」
な
ど
に
近
い
、「
非
｜
直
接
法

（n
o
n
-in
d
ica
tiv
e

）」
的
存
在
と
し
て
分
類
さ
れ

二
四る

。

こ
の
よ
う
に
し
て
、
従
来
の
過
去
｜
現
在
｜
未
来
と
い
っ
た
行
為
や
出
来
事
の
客
観
的
時
間
に
も
と
づ
く
「
時
制
」
形
の
体
系
が
否
定

さ
れ
た
場
合
、
ギ
リ
シ
ャ
語
で
は
そ
う
い
っ
た
時
間
観
念
は
い
っ
た
い
何
に
よ
っ
て
表
わ
さ
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
テ
キ
ス
ト
の

「
指
呼
（d

eix
is

）」
機
能
に
よ
っ
て
、
た
と
え
ば
、
時
間
を
表
わ
す
副
詞
の
よ
う
な
「
指
呼
詞
（d

eictic

）」
と
呼
ば
れ
る
も
の
｜

こ
れ

に
は
、
人
物
、
場
所
へ
の
言
及
（
指
呼
詞
）
な
ど
も
含
ま
れ

二
五る

｜

や
、「
文
、
段
落
、
陳
述
、
あ
る
い
は
談
話
〔
全
体
〕
と
い
っ
た
よ
り

大
き
な
文
法
的
な
い
し
概
念
的
単

二
六位

」
に
よ
っ
て
表
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
こ
の
動
詞
の
「
相
（a

sp
ect

）」
と
い
う
視
点
か
ら
、
す
べ
て
の
動
詞
の
変
化
形
に
か
ん
す
る
文
法
的
解
釈
が
な
さ
れ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
の
がP

o
rter

の
結
論
で
あ

二
七る

。
こ
れ
ら
の
結
論
を
体
系
的
に
整
理
し
たP

o
rter

自
身
に
よ
る
図
を
日
本

語
に
翻
訳
し
、
さ
ら
に
若
干
手
を
加
え
て
再
び
提
示
し
て
お
こ
う
（
図
１
参
照
）。

以
上
述
べ
て
き
た
ギ
リ
シ
ャ
語
動
詞
時
制
形
に
か
ん
す
るP

o
rter

の
こ
の
理
論
は
、
発
想
の
転
換
と
い
う
か
、
ギ
リ
シ
ャ
語
動
詞
の
い﹅

わ﹅
ゆ﹅
る﹅
時
制
形
が
文
法
的
に
表
わ
し
て
い
る
観
念
の
転
換
｜

つ
ま
り
、
描
写
さ
れ
て
い
る
事
態
の
客﹅
観﹅
的﹅
時
間
で
は
な
く
そ
の
事
態
を
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図
１

P
o
rte

r
に
よ
る
ギ
リ
シ
ャ
語
動
詞
時
制
形
の
範
疇
分
け
と
そ
の
基
準
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見
る
話
者
な
い
し
記
者
の
主﹅
観﹅
的﹅
パ﹅
ー﹅
ス﹅
ペ﹅
ク﹅
テ﹅
ィ﹅
ヴ﹅
な﹅
い﹅
し﹅
態﹅
度﹅
へ
｜

を
迫
る
の
で
、
最
初
は
い
た
く
戸
惑
う
が
、
い
っ
た
ん
理
解

が
え
ら
れ
れ
ば
、
き
わ
め
て
体
系
的
に
ギ
リ
シ
ャ
語
動
詞
の
い
わ
ゆ
る
「
時
制
形
」
が
整
理
し
な
お
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か

二
八る

。

以
上
、
概
略
を
示
し
た
だ
け
で

二
九も

、
こ
のP

o
rter

の
理
論
が
、
ギ
リ
シ
ャ
語
文
法
そ
の
も
の
を
書
き
換
え
よ
う
と
い
う
大
胆
な
試
み
で

あ
る
に
と
ど
ま
ら
ず
、
後
で
み
る
よ
う
に
、
そ
う
い
っ
た
こ
と
細
か
な
文
法
的
説
明
ま
で
動
員
し
て
行
な
わ
れ
る
新
約
聖
書
解
釈
に
対
し

て
も
場
合
に
よ
っ
て
は
大
幅
な
再
考
を
促
し
か
ね
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
が
理
解
で
き
よ
う
。
先
に
彼
の
著
書
を
「
挑
戦
的
」
と
形
容
し

た
所
以
で
あ
る
。

P
o
rter

は
、
こ
れ
ら
の
著
書
以
降
も
、
こ
の
自
説
を
維
持
し
て
お
り
、
こ
う
い
っ
た
ギ
リ
シ
ャ
語
動
詞
の
時
制
形
の
理
解
に
基
づ
い
て
、

新
約
ギ
リ
シ
ャ
語
や
新
約
釈
義
に
関
連
し
た
多
数
の
著
書
を
出
版
し
て
い

三
〇る

。
ま
た
、
私
自
身
は
、Po

rter

の
こ
の
理
論
に
対
す
る
目
立
っ

た
反
論
を
目
に
し
て
い
な

三
一い

。
よ
っ
て
、
ギ
リ
シ
ャ
語
動
詞
の
時
制
形
を
め
ぐ
る
こ
のP

o
rter

に
よ
る
「
相
（a

sp
ect

）」
論
を
、
い
ま

も
っ
て
あ
る
程
度
有
効
な
理
論
と
考
え
、
ヨ
ハ
ネ
福
音
書
テ
キ
ス
ト
後
半
も
含
め
て
、
そ
の
動
詞
時
制
形
を
論
じ
る
こ
と
は
依
然
と
し
て

妥
当
で
あ
る
と
判
断
し
た
。

も
う
一
点
、
本
稿
が
拠
っ
て
立
つ
方
法
に
つ
い
て
触
れ
て
お
き
た
い
。
私
は
つ
ね
づ
ね
ヨ
ハ
ネ
福
音
書
に
か
ん
す
る
自
ら
の
研
究
方
法

を
、「
新
し
い
文
学
批
評
」
と
呼
ん
で
き
た
。
こ
こ
で
も
は
や
そ
の
内
容
を
詳
述
す
る
こ
と
は
し
な
い
が
、
こ
の
「
新
し
い
文
学
批
評
」
と

は
何
か
、
と
い
う
こ
と
を
｜

今
ま
で
私
自
身
も
述
べ
て
い
な
い
仕
方
で
｜

簡
潔
に
確
認
し
て
お
き
た

三
二い

。

近
代
以
降
、「
歴
史
的
｜
批
判
的
」方
法
と
呼
ば
れ
る
学
問
的
聖
書
研
究
は
、
欧
米
、
と
く
に
ド
イ
ツ
で
、
方
法
論
的
に
大
い
に
発
達
を

み
た
。
そ
し
て
、
そ
の
方
法
論
は
、
ド
イ
ツ
的
な
「
徹
底
さ
と
一
貫
性
（th

o
ro
u
g
h
n
ess a

n
d

三
三

co
n
sisten

cy

）」
に
よ
っ
て
、
よ
く
も
あ
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し
く
も
き
わ
め
て
体
系
的
に
整
備
さ
れ
た
手
順
を
持
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
問
題
に
な
る
の
は
、
そ
う
い
っ
た
新
約
聖
書
学
方
法
論
の
中
に
、

す
で
に
「
文
学
批
評
（
文
献
批
判
〔
ド
イ
ツ
語
はL

itera
rk
ritik

で
あ
る
が
、
英
語
に
す
れ
ばlitera

ry criticism

な
ど
と
も
翻
訳
さ

れ
る
〕）」
と
い
う
部
門
が
存
在
し
て
い
る
と
い
う
事
態
で
あ

三
四る

。
こ
の
「
文
学
批
評
／
文
献
批
判
」
は
、
福
音
書
の
さ
ま
ざ
ま
な
（
と
い
っ

て
も
、「
重
複
」
や
ら
「
矛
盾
」
や
ら
、
こ
ん
に
ち
の
文
学
研
究
の
レ
ベ
ル
か
ら
い
う
と
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
素
朴
な
）
文
学
的
特
徴
を
分

析
す
る
の
で
は
あ
る
が
、
そ
の
目
的
は
あ
く
ま
で
、
福
音
書
テ
キ
ス
ト
の
背
後
に
あ
る
と
仮﹅
定﹅
さ﹅
れ﹅
る﹅
（
文
書
）
資
料
を
推
測
・
再
構
成

し
よ
う
、
と
い
う
も
の
な
の
で

三
五

あ
る
。

し
か
し
、
私
は
最
初
か
ら
こ
の
点
に
馴
染
め
な
か
っ
た
。
な
ぜ
、
福
音
書
の
背
後
に
（
文
書
）
資
料
を
仮﹅
定﹅
し﹅
な﹅
け﹅
れ﹅
ば﹅
な﹅
ら﹅
な﹅
い﹅
の

か
。
も
ち
ろ
ん
、
旧
約
聖
書
学
に
お
い
て
も
新
約
聖
書
学
に
お
い
て
も
数
多
の
資
料
仮﹅
説﹅
が
提
出
さ
れ
、
そ
の
中
の
い
く
つ
か
は
非
常
に

蓋
然
性
が
高
い
も
の
と
し
て
、
学
界
で
定
説
化
し
て
い
る
こ
と
は
承
知
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
旧
約
聖
書
の
五
書
に
お
け
る
四
資
料
仮﹅

説﹅
や
共
観
福
音
書
の
二
資
料
仮﹅
説﹅
な
ど
で
あ
る
。
し
か
し
こ
れ
ら
の
蓋
然
性
が
高
い
と
さ
れ
る
仮
説
に
対
し
て
も
根
強
い
だ
け
で
な
く
、

強
力
な
反
論
が
存
在
し
つ
づ
け
て
い
る
の
も
事
実
で
あ
る
。

私
の
専
門
で
あ
る
ヨ
ハ
ネ
福
音
書
だ
け
に
限
っ
て
み
て
も
、R

.
B
u
ltm

a
n
n

の
「
啓
示
講
話
資
料
」
や
、R

.T
.F
o
rtn
a

の
「
し
る
し

資
料
（
し
る
し
の
福
音
書
）」
な
ど
、
い
く
つ
か
の
「
資
料
仮﹅
説﹅
」
が
提
出
さ
れ
、
支
持
者
も
多
い
。
し
か
し
、
前
者
は
言
う
ま
で
も
な
く
、

後
者
に
対
し
て
も
、
私
が
あ
え
て
な
す
ま
で
も
な
く
、
か
な
り
徹
底
的
な
批
判
が
可
能
で
あ

三
六る

。
し
た
が
っ
て
、
私
は
、
少
な
く
と
も
ヨ

ハ
ネ
福
音
書
に
か
ん
し
て
は
、
ま
ず
「
資
料
仮﹅
説﹅
」
あ
り
き
、
つ
ま
り
、
も﹅
っ﹅
ぱ﹅
ら﹅
文﹅
書﹅
資﹅
料﹅
を﹅
再﹅
構﹅
成﹅
し﹅
よ﹅
う﹅
と﹅
し﹅
て﹅
行﹅
な﹅
う﹅
「
文
学

批
評
／
文
献
批
判
」
を
最
初
に
行
な
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
理
由
が
理
解
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
こ
こ
で
の
方
法
は
、
右
に
記
し
た
よ
う
な
意
味
に
お
い
て
「
新
し
い
」
の
で
あ
る
。「
従
来
と
は
異
な
る
」
と
か
、「
教
科
書
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と
は
こ
と
な
る
」
と
い
っ
た
形
容
詞
で
も
か
ま
わ
な
い
が
、
と
に
か
く
、
文
書
で
あ
ろ
う
が
な
か
ろ
う
が
「
資
料
仮﹅
説﹅
」
に
奉
仕
す
る
た

め
の
旧
来
の
「
文
学
批
評
／
文
献
批
判
」
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
要
は
簡
単
な
こ
と
で
あ
り
、
今
あ
る
テ
キ
ス
ト
を
一
定
の
統
一
性
の
あ

る
全
体
と
仮﹅
定﹅
し﹅
て﹅
、
た
と
え
ば
、
本
稿
に
お
け
る
よ
う
に
、
あ
ら
た
な
（
広
い
意
味
で
の
）
文
学
的
理
論
を
用
い
て
ヨ
ハ
ネ
福
音
書
テ

キ
ス
ト
を
分
析
し
て
み
よ
う
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ど
ち
ら
も
「
仮
定
す
る
」
点
で
は
同
じ
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
こ
れ
を
称
し
て
、「
文
献
批
判
と
資
料
批
判
の
作
業
を
一
切
省
略
し

三
七て

」
し
ま
う
と
ま
で
い
う
の
は
、
｜

少
な
く
と
も
私
に

と
っ
て
は
｜

不
可
能
で
あ
っ
た
。「
新
し
い
文
学
批
評
」
と
い
え
ど
も
、
複
雑
で
煩
瑣
な
議
論
の
多
い
「
資
料
仮﹅
説﹅
」
を
常
に
横
目
で
見

な
が
ら
の
作
業
と
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
。「
新
し
い
文
学
批
評
」
的
ア
プ
ロ
ー
チ
を
突
き
詰
め
た
後
で
、
最
終
的
に
「
資
料
仮﹅
説﹅
」
に
つ
い

て
も
何
か
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
れ
を
早﹅
﹅々

に﹅
仮﹅
定﹅
せ﹅
ず﹅
に﹅
、
換
言
す
れ
ば
、「
歴
史
的
｜
批
判
的
」方
法
論
に
従
属
的
に
組
み
込

ま
れ
ず
に
、
あ
る
意
味
で
洗
練
さ
れ
た
昨
今
の
文
学
理
論
や
文
学
批
評
理
論
を
な
ん
と
か
援
用
し
て
、
福
音
書
テ
キ
ス
ト
の
文
学
的
側
面

を
、
さ
ま
ざ
ま
な
｜

そ
し
て
、
で
き
れ
ば
新
た
な
｜

観
点
か
ら
明
ら
か
に
し
よ
う
と
試
み
る
の
が
、「
新
し
い
文
学
批
評
」
で
あ
る
。

「
資
料
仮﹅
説﹅
」の
み
な
ら
ず
膨
大
な
研
究
史
の
あ
る
分
野
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
新
約
学
と
い
う
ネ
ボ
山
上
で
野
垂
れ
死
ぬ
可
能
性
も
大
き
い

が
、
最
後
に
は
「
資
料
仮﹅
説﹅
」
に
つ
い
て
も
何
事
か
を
垣
間
見
る
こ
と
が
ゆ
る
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、「
資
料
仮﹅
説﹅
」
が
約
束

の
地
で
あ
る
か
ど
う
か
は
誰
に
も
わ
か
ら
な
い
の
で
あ
る
。

二

概
観
と
分
析

さ
て
、
前
段
で
提
示
し
た
よ
う
な
理
論
と
方
法
を
も
と
に
し
て
、
ヨ
ハ
ネ
福
音
書
に
お
け
る
動
詞
各
時
制
形
の
使
用
状
況
に
か
ん
し
て

分
析
を
試
み
よ
う
。
今
回
は
、
ヨ
ハ
ネ
福
音
書
第
一
三
章
｜
第
二
一
章
の
統
計
デ
ー
タ
も
加
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
部
分
に
お
け
る
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動
詞
各
時
制
形
の
使
用
状
態
の
特
徴
の
み
な
ら
ず
、
前
掲
拙
稿
に
お
い
て
す
で
に
あ
る
程
度
考
察
を
加
え
た
第
一
章
｜
第
一
二
章
の
そ
れ

ら
と
の
比
較
、
さ
ら
に
は
、
ヨ
ハ
ネ
福
音
書
全
体
を
俯
瞰
し
た
動
詞
時
制
形
｜

P
o
rter

に
よ
れ
ば
実
は
「
相
（a

sp
ect

）」
｜

の
使
用

の
特
徴
を
記
述
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

前
回
、
第
一
章
｜
第
一
二
章
の
動
詞
各
時
制
形
使
用
状
況
に
つ
い
て
の
統
計
デ
ー
タ
は
、
コ
ン
コ
ー
ダ
ン
ス
やM

o
rg
en
th
a
ler

の
統
計

三
八表

な
ど
を
頼
り
に
、
最
終
的
に
はN

estle-A
la
n
d

二
六

三
九版

を
し
ら
み
つ
ぶ
し
に
調
べ
る
、
と
い
う
方
法
を
と
っ
た
が
、
今
回
は
、
聖
書
の

コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
・
ソ
フ
ト

四
〇

B
ib
leW

o
rk
s

を
用
い
な
が
ら
、
適
宜N

estle-A
la
n
d

二
七

四
一版

を
参
照
す
る
と
い
う
方
法
を
と
っ
た
。
圧
倒
的

な
時
間
の
節
約
に
な
っ
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な

四
二い

。
さ
ら
に
、
結
果
的
に
よ
り
正
確
な
数
字
に
書
き
な
お
す
こ
と
が
で
き
た
と
思
わ
れ

る
の
で
、
一
章
か
ら
二
一
章
ま
で
全
体
の
統
計
デ
ー
タ
を
改
め
て
表
に
し
て
示
し
て
お
く
（
表
１
）。

い
っ
け
ん
あ
ま
り
意
味
の
な
い
た
だ
の
数
字
の
羅
列
に
過
ぎ
な
い
よ
う
に
見
え
て
も
、
こ
の
表
（
表
１
）
を
つ
ら
つ
ら
眺
め
て
み
れ
ば
、

い
ろ
い
ろ
な
こ
と
が
頭
に
浮
か
ん
で
く
る
。
そ
し
て
、
最
初
は
単
な
る
数
字
の
違
い
で
し
か
な
い
も
の
が
、
い
つ
し
か
、
ヨ
ハ
ネ
福
音
書

テ
キ
ス
ト
そ
の
も
の
の
持
つ
文
学
的
特
性
に
つ
い
て
、
な
に
ご
と
か
を
語
り
は
じ
め
る
。

は
じ
め
に
、
ヨ
ハ
ネ
福
音
書
テ
キ
ス
ト
に
出
て
く
る
動
詞
の
総
数
は
三
六
〇
九
で
あ
り
、
同
テ
キ
ス
ト
に
出
て
く
る
全
単
語
数
一
五
六

三
五
の
お
よ
そ
二
三
％
（
小
数
点
以
下
四
捨
五
入
、
以
下
同
じ
）
で
あ
る
。
こ
の
数
値
に
あ
ま
り
意
味
が
な
い
だ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
の
は
、

次
の
事
実
か
ら
し
て
も
も
っ
と
も
な
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
マ
タ
イ
福
音
書
に
出
現
す
る
動
詞
の
数
は
四
〇
〇
〇
で
あ
り
、
そ
の
全

単
語
数
一
八
三
四
六
の
お
よ
そ
二
二
％
、
マ
ル
コ
福
音
書
で
は
、
総
数
一
一
三
〇
四
に
対
し
て
二
六
三
六
で
約
二
三
％
、
ル
カ
福
音
書
は
、

総
数
一
九
四
八
二
に
対
し
て
四
四
四
九
で
や
は
り
約
二
三
％
で
あ

四
三る

。

な
に
を
無
意
味
な
、
と
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
と
こ
ろ
が
、
戯
れ
に
新
約
聖
書
の
他
の
文
書
を
調
べ
て
み
る
と
、
あ
に
は
か
ら
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注：これらの章においては、各時制形の使用数の欄の数の合計が、合計の欄の数字

と一致しない。その理由は、第１章と第９章に関しては、それぞれ23節と38節

で、∊φηという、形だけからは動詞φημιの能動態３人称単数の直接法ア
﹅
オ
﹅
リ
﹅

ス
﹅
ト
﹅
形
﹅
か直接法未

﹅
完
﹅
了
﹅
過
﹅
去
﹅
形
﹅
か見分けがたいもの、第３章と第８章に関して

は、それぞれ17節と16節にκριν とκρινωという、同じように形だけから

は、それぞれ、動詞κρινωの能動態３人称単数接続法ア
﹅
オ
﹅
リ
﹅
ス
﹅
ト
﹅
形
﹅
か現
﹅
在
﹅
形
﹅

か、能動態１人称単数の接続法ア
﹅
オ
﹅
リ
﹅
ス
﹅
ト
﹅
形
﹅
か現
﹅
在
﹅
形
﹅
か見分けがたいもの、ま

た、第６章39節には、αναστησωという、やはり形だけからは動詞ανιστημι

の能動態１人称単数の接続法ア
﹅
オ
﹅
リ
﹅
ス
﹅
ト
﹅
形
﹅
か直接法未

﹅
来
﹅
形
﹅
か見分けがたいも

の、さらに、第19章35節と第20章31節においては、Nestle-Aland27版が、

πιστ∊υσητ∊という読みを採用しており、σを に入れて能動態２人称の接

続法ア
﹅
オ
﹅
リ
﹅
ス
﹅
ト
﹅
形
﹅
をとりつつ、接続法現

﹅
在
﹅
形
﹅
の可能性も捨てていないものがあ

るからである。興味深いことに、まさしくPorterの理論から、これらの個所の

動詞形の決定については、一定の見解を述べることができそうであるが、今回

は保留する。
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表１ ヨハネ福音書における動詞の各時制形の使用数
章 現在形 アオリスト形 未完了過去形 完了形 未来形 過去完了形 合計

I 使用数 80 79 18 15 4 3 198注参照

① 40.4 39.9 9.1 7.6 2.0 1.5

② 5.3 5.9 6.3 5.4 2.5 8.8 5.5

II 使用数 24 37 11 4 3 2 81

① 29.6 45.7 13.6 4.9 3.7 2.5

② 1.6 2.8 3.8 1.4 1.9 5.9 2.2

III 使用数 78 45 10 21 2 0 155注参照

① 50.3 29.0 6.5 13.5 1.3 0

② 5.2 3.4 3.5 7.5 1.2 0 4.3

IV 使用数 98 85 17 12 7 2 222

① 44.1 38.3 7.7 5.4 3.2 0.9

② 6.5 6.4 5.9 4.3 4.3 5.9 6.1

V 使用数 102 46 15 15 8 1 187

① 54.5 24.6 8.0 8.0 4.3 0.5

② 6.8 3.5 5.2 5.4 5.0 2.9 5.2

VI 使用数 115 105 23 20 14 4 280注参照

① 41.1 37.5 8.2 7.1 5.0 1.4

② 7.6 7.9 8.0 7.1 8.7 11.8 7.7

VII 使用数 88 66 23 12 9 2 200

① 44.0 33.0 11.5 6.0 4.5 1.0

② 5.8 5.0 8.0 4.3 5.6 5.9 5.5

VIII 使用数 122 85 17 20 12 3 258注参照

① 47.3 32.9 6.6 7.8 4.7 1.2

② 8.1 6.4 5.9 7.1 7.5 8.8 7.1

IX 使用数 72 89 19 15 1 1 196注参照

① 36.7 45.4 9.7 7.7 0.5 0.5

② 4.8 6.7 6.6 5.4 0.6 2.9 5.4

X 使用数 84 46 11 4 9 0 154

① 54.5 29.9 7.1 2.6 5.8 0

② 5.6 3.5 3.8 1.4 5.6 0 4.2

XI 使用数 67 98 25 13 9 6 218

① 30.7 45.0 11.5 6.0 4.1 2.8

② 4.4 7.4 8.7 4.6 5.6 17.6 6.1

XII 使用数 65 91 20 17 8 0 201

① 32.3 45.3 10.0 8.5 4.0 0

② 4.3 6.8 7.0 6.1 5.0 0 5.6

XIII 使用数 76 59 7 9 12 1 164

① 46.3 36.0 4.3 5.5 7.3 0.6

② 5.0 4.4 2.4 3.2 7.5 2.9 4.5

XIV 使用数 74 22 1 7 15 0 132

① 56.1 16.7 0.8 5.3 11.4 0

② 4.9 1.7 0.3 2.5 9.3 0 3.6

XV 使用数 50 34 4 10 7 0 105

① 47.6 32.4 3.8 9.5 6.7 0

② 3.3 2.6 1.4 3.6 4.3 0 2.9

XVI 使用数 57 29 3 16 31 0 136

① 41.9 21.3 2.2 11.8 22.8 0

② 3.8 2.2 1.0 5.7 19.3 0 3.8

XVII 使用数 36 42 4 19 1 0 102

① 35.3 41.2 3.9 18.6 1.0 0

② 2.4 3.2 1.4 6.8 0.6 0 2.8

XVIII 使用数 53 86 17 13 0 4 173

① 30.6 49.7 9.8 7.5 0 2.3

② 3.5 6.5 5.9 4.6 0 11.8 4.8

XIX 使用数 44 94 20 16 3 1 177注参照

① 24.9 53.1 11.3 9.0 1.7 0.6

② 2.9 7.1 7.0 5.7 1.9 2.9 5

XX 使用数 54 52 10 17 1 3 136注参照

① 39.7 38.2 7.4 12.5 0.7 2.2

② 3.6 3.9 3.5 6.1 0.6 8.8 3.8

XXI 使用数 71 41 11 5 5 1 134

① 53.0 30.6 8.2 3.7 3.7 0.7

② 4.7 3.1 3.8 1.8 3.1 2.9 3.7

合計使用数 1510 1331 286 280 161 34 3609注参照

③ 41.8 36.9 7.9 7.8 4.5 0.9

①当該章における動詞の全使用数に対する割合（％）。
②当該時制形のヨハネ福音書における全使用数に対する割合（％）。
③当該時制形のヨハネ福音書における全動詞使用数に対する割合（％）。

（％は小数点２桁以下四捨五入)
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ん
や
、
興
味
深
い
数
字
が
出
て
く
る
。
ロ
ー
マ
の
信
徒
へ
の
手
紙
で
は
、
総
出
現
単
語
数
七
一
一
一
の
う
ち
動
詞
は
一
一
六
九
で
約
一
六
％

で
あ
る
。
さ
ら
に
、
黙
示
録
は
、
総
単
語
数
九
八
五
一
の
う
ち
動
詞
は
一
五
六
四
で
同
じ
く
約
一
六
％
で
あ
る
。
い
っ
け
ん
し
て
、
数
字

の
違
い
は
か
な
り
明
瞭
で
あ
る
。
福
音
書
以
外
で
、
動
詞
の
出
現
頻
度
が
二
〇
％
を
超
え
る
の
は
、
使
徒
言
行
録（
二
一
％
）、
ヤ
コ
ブ
の

手
紙
（
約
二
一
％
）、
ヨ﹅
ハ﹅
ネ﹅
の
手
紙
一
（
約
二
〇
％
）、
ヨ﹅
ハ﹅
ネ﹅
の
手
紙
二
（
約
二
〇
％
）、
ヨ﹅
ハ﹅
ネ﹅
の
手
紙
三
（
約
二﹅
四﹅
％
）
だ
け
で
あ

る
。
こ
れ
だ
け
で
も
、
わ
れ
わ
れ
は
歴
史
的sp

ecu
la
tio
n

へ
と
誘
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
ヨ
ハ
ネ
福
音
書
と
ヨ
ハ
ネ
の
手
紙
と
の（
資
料

的
）
関
係
如
何
、
両
者
の
著
者
の
関
係
如
何
、
と
い
っ
た
新
約
学
上
の
ト
ピ
ッ
ク
の
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、「
新
し
い
文
学
批
評
」
は
、

こ
の
点
で
先
を
急
が
な
い
の
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
ど
う
や
ら
こ
れ
く
ら
い
の
こ
と
は
言
え
そ
う
で
あ
る
。（
今
の
と
こ
ろ
新
約
諸
文
書
の
な
か
で
だ
け
の
話
で
あ
る
が
）

「
福
音
書
と
は
、
文
書
内
の
全
単
語
数
に
対
す
る
動
詞
の
割
合
が
二
二
〜
二
三
％
の
文
書
で
あ

四
四る

」。「
福
音
書
と
は
何
か
」と
い
う
ジ
ャ
ン

ル
の
問
題
も
新
約
学
に
お
い
て
は
重
大
な
テ
ー
マ
で
あ

四
五る

。
私
は
真
剣
に
、
少
な
く
と
も
右
の
点
を
「
福
音
書
」
の
定
義
の
一
部
と
し
て

取
り
入
れ
る
こ
と
を
提
案
し
た
い
。
と
は
い
っ
て
も
、
こ
こ
ま
で
来
る
と
、
新
約
聖
書
以
外
の
ギ
リ
シ
ャ
語
文
書
に
つ
い
て
の
同
様
の
統

計
が
必
要
と
な
っ
て
こ
よ
う
。
あ
る
い
は
、
外
典
福
音
書
の
動
詞
の
数
を
数
え
て
み
る
の
も
一
興
だ
ろ
う
。

私
は
か
つ
て
高
名
な
聖
書
学
者
か
ら
、「
君
の
や
っ
て
い
る
よ
う
な
こ
と
は
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
が
あ
れ
ば
で
き
る
（
こ
と
に
す
ぎ
な
い
）」

と
揶
揄
（
あ
る
い
は
叱
責
）
さ
れ
た
こ
と
が
あ
る
。
確
か
に
そ
の
通
り
で
あ
る
。
右
の
記
述
は
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
を
用
い
れ
ば
瞬
時
に
引
き

出
せ
る
数
字
に
基
づ
い
て
い
る
。
し
か
し
、
新
約
学
の
基
本
は
数
え
る
こ
と
で
あ
る
。
新
約
聖
書
諸
文
書
の
す
べ
て
の
単
語
を
数
え
上
げ

て
先
に
記
し
た
統
計
を
出
版
し
たM

o
rg
en
th
a
ler

も
は
じ
め
に
書
い
て
い
る
で
は
な
い
か
。「
新
約
聖
書
学
で
は
、
は
じ
め
か
ら
ず
っ
と
、

何
度
も
何
度
も
語
の
統
計
的
探
究
を
行
な
っ
て
き
た
（「
語
の
数
を
調
べ
て
き
た
」、
程
度
の
訳
で
い
い
だ
ろ
う
）
の
で
あ

四
六る

」。
や
は
り
、
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数
字
は
何
事
か
を
語
る
の
で
あ
る
。

意
外
に
も
、
た
ん
な
る
動
詞
の
使
用
総
数
の
問
題
で
紙
幅
を
費
や
し
て
し
ま
っ
た
。
し
か
し
、
こ
の
動
詞
の
相
対
的
多
さ
を
、
も
う
少

し
ま
し
な
仕
方
で
、
つ
ま
り
そ
の
単
な
る
数
的
な
事
実
に
つ
い
て
何﹅
か﹅
し﹅
ら﹅
思﹅
想﹅
的﹅
な﹅
こ﹅
と﹅
を
語
れ
る
だ
ろ
う
か
。
い
ま
の
と
こ
ろ
私
は
、

動
詞
に
つ
い
て
、
そ
の
よ
う
な
理
論
を
知
ら
な
い
。
し
か
し
、P

o
rter

の
理
論
に
こ
と
よ
せ
て
考
え
て
み
る
な
ら
、
福
音
書
と
い
う
の
は

「
相
（a

sp
ect

）」
を
表
出
す
る
動
詞
を
若
干
多
く
用
い
る
よ
う
な
の
で
、（
こ
こ
で
は
さ
し
あ
た
り
新
約
聖
書
諸
文
書
の
中
に
お
い
て
の
み
、

と
い
う
こ
と
に
な
る
が
）「「
福
音
書
」
と
い
う
の
は
、
動
詞
を
用
い
て
表
現
す
る
「
相＝

ア
ス
ペ
ク
ト
」
性
が
高
い
、
と
で
も
い
え
る
だ

ろ
う
か
。

ヨ
ハ
ネ
福
音
書
テ
キ
ス
ト
に
お
け
る
動
詞
の
使
用
総
数
が
三
六
〇
九
で
あ
る
こ
と
は
す
で
に
記
し
た
が
、
そ
の
内
訳
は
、
現
在
形
一
五

一
〇
、
ア
オ
リ
ス
ト
形
一
三
三
一
、
未
完
了
過
去
形
二
八
六
、
完
了
形
二
八
〇
、
未
来
形
一
六
一
、
過
去
完
了
形
三
四
で
あ
り
、
こ
れ
ら

の
全
動
詞
使
用
数
に
対
す
る
割
合
は
、
そ
れ
ぞ
れ
、
現
在
形
四
二
％
（
煩
雑
な
の
で
以
下
「
約
」
を
省
略
）、
ア
オ
リ
ス
ト
形
三
七
％
、
未

完
了
過
去
形
八
％
、
未
来
形
八
％
、
過
去
完
了
形
一
％
で
あ
る
。
ち
な
み
に
先
の
論
文
で
計
算
し
た
、
ヨ
ハ
ネ
福
音
書
第
一
章
｜
第
一
二

章
の
同
じ
割
合
は
、
そ
れ
ぞ
れ
、
四
三
％
、
三
七
％
、
九
％
、
七
％
、
四
％
、
一
％
で
あ
っ
た
。
こ
の
数
字
か
ら
何
が
言
え
る
で
あ
ろ
う

か
。
ヨ
ハ
ネ
福
音
書
テ
キ
ス
ト
に
お
い
て
は
、
未
来
形
を
除
い
て
、
前
半
と
後
半
で
さ
し
た
る
使
用
数
・
使
用
法
に
相
違
は
な
い
、
と
言

え
そ
う
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
逆
に
、
未
来
形
が
後
半
で
顕
著
に
多
く
使
わ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
表
１
を
見
れ
ば
一
目

瞭
然
で
あ
り
、
そ
れ
は
一
六
章
に
集
中
し
て
い
る
。「
一

理
論
と
方
法
」に
記
し
た
よ
う
に
、P

o
rter

に
よ
れ
ば
、
未
来
形
と
い
う
の
は
、

「
相
（a
sp
ect

）」
と
い
う
よ
り
は
、
話
者
や
記
者
の
「
態
度
（a

ttitu
d
e

）」
で
あ
る
「
期
待
（ex

p
ecta

tio
n

）」
を
文
法
的
に
表
わ
し
て
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い
る
の
で
あ
る
。
ヨ
ハ
ネ
福
音
書
第
一
六
章
は
「
期
待
の
章
」
で
あ
る
。
ヨ
ハ
ネ
福
音
書
を
よ
く
知
る
人
々
に
と
っ
て
、
こ
れ
は
、
い
わ

ゆ
る
イ
エ
ス
の
「
告
別
説
教
」
の
掉
尾
を
飾
る
部
分
の
名
称
と
し
て
、
た
ん
な
る
文
法
的
な
動
詞
の
解
説
か
ら
に
し
て
は
出
来
す
ぎ
た
名

称
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

私
は
、
先
の
拙
稿
の
こ
の
各
変
化
形
の
割
合
を
概
観
し
た
箇
所
で
、「
福
音
書
の
諸
部
分
や
他
の
ギ
リ
シ
ャ
語
物
語
（n

a
rra

tiv
e

）
文
学

に
お
い
て
は
、
物
語
（n

a
rra

tiv
e

）
の
基
礎
は
一
連
の
ア
オ
リ
ス
ト
形
に
よ
っ
て
支
え
ら

四
七れ

」
て
い
る
、
と
い
うP

o
rter

の
記
述
を
引
用

し
て
、「
単
純
な
使
用
数
と
い
う
点
か
ら
考
え
る
と
、
ヨ
ハ
ネ
福
音
書
に
関
し
て
は
さ
ら
に
検
討
が
必
要
な
よ
う
に
思
わ
れ

四
八る

」と
書
い
た
。

こ
れ
は
、
つ
ま
り
、「
そ
れ
に
し
て
は
｜

ヨ
ハ
ネ
福
音
書
が
福
音
書
で
あ
る
に
し
て
は
｜

、
ア
オ
リ
ス
ト
形
が
相
対
的
に
少
な
い
の
で

は
な
い
か
（
あ
る
い
は
現
在
形
が
多
い
の
で
は
な
い

四
九か

）」
と
い
う
疑
問
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
私
は
さ
ら
に
、「
こ
の
点
は
、
他
の
福
音
書

や
新
約
聖
書
の
他
の
ジ
ャ
ン
ル
で
あ
る
手
紙
な
ど
と
の
比
較
を
要
す
る
で
あ
ろ

五
〇う

」
と
書
い
た
の
で
あ
る
。

自
ら
述
べ
る
の
は
口
は
ば
っ
た
い
が
、
こ
の
問
い
は
妥
当
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
各
福
音
書
に
お
け
る
ア
オ
リ
ス
ト
形
使
用
の
割
合

が
ヨ
ハ
ネ
福
音
書
の
そ
れ
と
は
異
な
る
の
で
あ
る
。
各
福
音
書
に
お
け
る
動
詞
の
総
数
に
対
す
る
ア
オ
リ
ス
ト
形
の
割
合
が
、
マ
タ
イ
四

九
％
、
マ
ル
コ
四
四
％
、
ル
カ
四
七
％
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
ヨ
ハ
ネ
は
先
に
記
し
た
と
お
り
三
七
％
で
あ
る
（
マ
ル
コ
と
ヨ
ハ
ネ
の
差

も
統
計
学
的
に
有
意
で
あ
る
）。P

o
rter

が
こ
の
事
実
を
承
知
し
て
い
る
か
否
か
は
定
か
で
は
な
い
が
、
も
し
先
のP

o
rter

の
福
音
書
と

ア
オ
リ
ス
ト
形
に
か
ん
す
る
記
述
と
、
右
の
各
福
音
書
に
お
け
る
ア
オ
リ
ス
ト
形
の
使
用
の
割
合
と
を
勘
案
す
る
な
ら
、
ヨ
ハ
ネ
福
音
書

テ
キ
ス
ト
に
は
、
他
と
比
べ
て
若
干
福
音
書
ら
し
く
な
い
側
面
が
あ
る
、
と
で
も
い
え
よ
う

五
一か

。

さ
ら
に
、
こ
の
違
い
は
、
先
に
記
し
た
、
各
福
音
書
に
お
け
る
動
詞
使
用
の
割
合
の
数
値
と
合
わ
せ
て
考
え
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

つ
ま
り
、
繰
り
返
し
に
な
る
が
、
四
つ
の
福
音
書
は
｜

新
約
聖
書
中
の
他
の
文
書
と
は
異
な
っ
て
｜

全
使
用
単
語
数
に
お
け
る
動
詞

― ―16

ヨ
ハ
ネ
福
音
書
に
お
け
る
動
詞
の
「
相
（A

sp
ect

）」
の
問
題



の
割
合
と
い
う
点
に
お
い
て
、
ほ
ぼ
同
じ
数
値
を
示
し
て
い
た
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ア
オ
リ
ス
ト
形
の
使
用
の
割
合
に
お
い
て
、

と
り
わ
け
ヨ
ハ
ネ
が
異
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
同
じ
数
だ
け
動
詞
を
用
い
て
い
る
と
し
て
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
福
音
書
に
お
け
る
各

時
制
形
の
使
用
の
割
合
が
｜

か
な
り
｜

異
な
っ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
が
予
測
で
き
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
何
を
意
味
す

る
の
か
。P

o
rter

の
理
論
に
即
し
て
い
う
な
ら
、
同
じ
割
合
で
動
詞
を
使
用
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
時
制
形
の
使
用
に
お
い

て
各
福
音
書
が
大
い
に
異
な

五
二る

と
い
う
の
は
、
各
福
音
書
記
者
の
相＝

a
sp
ect

が
異
な
る
、
す
な
わ
ち
各
福
音
書
記
者
た

五
三ち

が
イ
エ
ス
の

言
行
や
出
来
事
を
見
る
主﹅
観﹅
的﹅
な﹅
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
が
異
な
る
、
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
な

五
四い

。

さ
ら
に
、
再
び
表
１
を
通
観
す
る
と
さ
ま
ざ
ま
な
こ
と
に
気
づ
く
。
そ
れ
は
、
各
章
に
お
け
る
各
時
制
形
の
使
用
数
の
近
似
や
ば
ら
つ

き
で
あ
る
。

た
と
え
ば
、
第
三
章
、
第
五
章
、
第
八
章
、
第
一
〇
章
、
第
一
三
｜
一
六
章
な
ど
で
は
、
ア
オ
リ
ス
ト
形
に
対
し
て
現
在
形
の
多
用
が

目
立
っ
て
い
る
。
第
一
〇
章
ま
で
に
つ
い
て
は
、
先
の
論
文
に
お
い
て
こ
の
点
は
す
で
に
指
摘
し
て
お
り
、「
物
語
で
は
な
い
（n

o
n
-

n
a
rra

tiv
e

）
文

五
五脈

」
で
用
い
ら
れ
る
現
在
形
は
、
イ
エ
ス
の
「
談
話
（d

isco
u
rse

）」
や
「
対
話
」
の
部
分
に
多
い
こ
と
は
頷
け

五
六る

。
そ

こ
か
ら
、
私
は
第
一
三
章
｜
一
七
章
の
い
わ
ゆ
る
イ
エ
ス
の
「
告
別
説
教
」
の
部
分
に
、「
現
在
」
形
が
多
い
で
あ
ろ
う
こ
と
を
予
測
し
た

五
七が

、
事
実
そ
の
通
り
で
あ
っ
た
（
表
１
）。

し
か
も
、
第
一
七
章
で
、
再
び
ア
オ
リ
ス
ト
形
が
優
勢
に
な
っ
て
い
る
こ
と
は
、
む
し
ろ
、
こ
の
よ
う
に
概
括
的
に
み
て
す
ら
、
動
詞

の
「
相
（a
sp
ect

）」
の
違
い
と
い
う
も
の
が
、
叙
述
の
ス
タ
イ
ル
に
反
映
し
て
い
る
｜

あ
る
い
は
、
叙
述
の
ス
タ
イ
ル
が
動
詞
の
時
制

形
の
選
択
に
関
与
し
て
い
る
｜

可
能
性
を
う
か
が
わ
せ
る
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
第
一
七
章
は
、
同
じ
イ
エ
ス
の
「
告
別
説
教
」
の

― ―17

北
大
文
学
研
究
科
紀
要



な
か
で
も
最
後
の
「
祈
り
」
の
部
分
で
あ
り
、
そ
れ
ま
で
の
第
一
三
｜
一
六
章
の
「
談
話
」
調
と
は
明
ら
か
に
ス
タ
イ
ル
が
異
な
る
か
ら

で
あ
る
。P

o
rter

に
よ
る
と
動
詞
の
現
在
形
が
表
わ
す
「
未
完
了
相
（im
p
erfectiv

e a
sp
ect

）」
の
説
明
を
再
び
記
せ
ば
、
そ
れ
は
「
話

者
の
立
場
か
ら
、
出
来
事
の
動
き
・
発
展
・
進
行
に
か
か
わ

五
八る

」
の
で
あ
り
、「
内
側
か
ら
状
況
を
見
て
、
…
状
況
の
内
的
構
造
に
重
大
な

関
心
を
持
つ
の
で
あ

五
九る

」。

こ
の
「
告
別
説
教
」
の
場
合
、「
話
者
」
と
は
イ
エ
ス
そ
の
人
で
あ
る
が
、「
新
し
い
文
学
批
評
」
的
な
用
語
を
用
い
れ
ば
、
物
語
の
テ

キ
ス
ト
世
界
の
最
深
部
に
あ
る
「
人
物
（ch

a
ra
cter

）」
で
あ
る
イ
エ
ス
を
通
し
て
、
テ
キ
ス
ト
に
「
内
在
す
る
著
者
（im

p
lied a

u
th
o
r

）」

の
主﹅
観﹅
的﹅
パ﹅
ー﹅
ス﹅
ペ﹅
ク﹅
テ﹅
ィ﹅
ヴ﹅
が
、
動
詞
の
い
わ
ゆ
る
時
制
形
の
「
相＝

ア
ス
ペ
ク
ト
」
に
よ
っ
て
表
出
さ
れ
て
い
る
と
言
え
る
で
あ
ろ

六
〇う

。さ
ら
に
、
第
一
八
章
、
第
一
九
章
で
は
、
ア
オ
リ
ス
ト
形
の
使
用
数
が
顕
著
に
増
え
、
第
一
九
章
で
は
、
ア
オ
リ
ス
ト
形
の
数
が
現
在

形
の
二
倍
以
上
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
結
果
も
き
わ
め
て
首
肯
で
き
る
も
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
の
箇
所
で
ヨ
ハ
ネ
福
音
書
は
再
び

物
語
（n

a
rra

tiv
e

）、
す
な
わ
ち
「
受
難
物
語
（n

a
rra

tiv
e

）」
と
な
る
か
ら
で
あ
る
。
ア
オ
リ
ス
ト
形
は
、「
物
語
の
背
骨
を
作
り
上

六
〇げ

」

る
の
で
あ
り
、「
完
了
（p
erfectiv

e

）
相
」
で
あ
る
ア
オ
リ
ス
ト
形
は
、「
外
側
か
ら
状
況
を
見
て
お
り
、
な
ん
ら
か
の
状
況
の
内
的
構
造

を
は
っ
き
り
さ
せ
る
こ
と
に
は
必
ず
し
も
関
心
を
持
っ

六
二て

」
い
な
い
発
言
者
（
物
語
の
「
人
物
」
あ
る
い
は
「
内
在
す
る
著
者
」）
の
主﹅
観﹅

的﹅
パ﹅
ー﹅
ス﹅
ペ﹅
ク﹅
テ﹅
ィ﹅
ヴ﹅
を
表
わ
し
て
い
る
。

イ
エ
ス
の
復
活
の
話
と
な
る
二
〇
章
で
は
、
ア
オ
リ
ス
ト
形
と
現
在
形
の
使
用
数
が
ほ
ぼ
拮
抗
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、
い
わ
ゆ
る
従

来
の
「
文
学
批
評
／
文
献
批
判
」
に
お
い
て
多
く
の
研
究
者
た
ち
に
よ
っ
て
後
の
付
加
と
考
え
ら
れ
る
二
一
章
で
は
、
再
び
現
在
形
が
多

く
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
も
興
味
深

六
三い

。
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次
に
完
了
形
に
か
ん
し
て
は
、
ヨ
ハ
ネ
福
音
書
全
体
を
調
べ
た
今
回
の
結
果
の
後
で
も
、
先
の
拙
稿
で
す
で
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、
最

も
多
い
使
用
数
を
示
し
て
い
る
の
は
第
三
章
の
ま
ま
で
あ
る
。
今
回
新
た
に
調
べ
た
第
一
三
章
｜
二
一
章
の
範
囲
で
、
第
三
章
に
近
い
完

了
形
の
使
用
数
を
示
し
て
い
る
の
は
、
第
一
七
章
の
一
九
個
で
あ
る
。
ま
た
、
二
〇
個
と
、
同
様
の
水
準
の
完
了
形
の
使
用
数
を
示
す
章

は
、
第
六
章
と
第
八
章
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
章
の
叙
述
に
何
か
共
通
の
要
素
が
あ
る
の
か
ど
う
か
。
ヨ
ハ
ネ
福
音
書
に
特
徴
的
な
動
詞
と

言
っ
て
い
いο

ιδα
（

六
四

∊ιδω

の
完
了
形
）
各
変
化
形
（
三
・

六
五二

、
八
、
一
一
、
六
・
四
二
、
六
一
、
八
・
一
四
×
二
、
一
九
、
三
七
、
五
五
×

三
）、∊ω

ρα
κ
α

（ο
ρα
ω

の
完
了
形
）
各
変
化
形
（
三
・
一
一
、
三
二
、
六
・
三
六
、
四
六
×
二
、
八
・
三
八
、
五
七
）、δ∊δω

κ
α

（διδω
μ
ι

の
完
了
形
）
各
変
化
形
（
三
・
二
七
、
三
五
、
六
・
三
二
、
三
九
、
六
五
、
一
七
・
二
、
四
、
七
、
八
、
九
、
一
一
、
一
二
、
一
四
、
二

二
×
二
、
二
四
×
二
）
な
ど
の
動
詞
の
「
完
了
」
形
が
こ
れ
ら
の
箇
所
に
は
多
い
よ
う
に
も
思
え
る
が
、
す
る
と
こ
れ
ら
の
言
葉
の
「
話

者
」（
多
く
の
場
合
イ
エ
ス
）
あ
る
い
は
「
内
在
す
る
著
者
」
は
、
こ
れ
ら
の
「
知
る
」、「
見
る
」、「
与
え
る
」
と
い
っ
た
動
詞
に
、
意
味

論
的
に
「
最
も
負
荷
を
加
え
て
い

六
六る

」
の
で
あ
ろ
う
。「
完
了
」
形
の
使
用
者
は
、「
所
与
の
（
し
ば
し
ば
複
雑
な
）
事
態
を
反
映
し
て
い

る
も
の
と
し
て
行
為
を
描
写
し
よ

六
七う

」
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
動
詞
の
時
制
形
の
観
察
か
ら
く
る
知
見
は
、
右
の
よ
う
な
動
詞
を

何
ら
か
の
意
味
に
お
い
て
強
調
す
る
従
来
の
釈
義
の
傾
向
を
裏
づ
け
る
も
の
で
あ
ろ

六
八う

。

さ
ら
に
、
上
記
の
章
の
個
々
の
文
脈
に
お
け
る
完
了
形
を
含
め
、
ア
オ
リ
ス
ト
形
や
現
在
形
な
ど
、
各
時
制
形
の
か
か
わ
り
を
調
べ
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
と
が
ら
に
対
す
る
（
イ
エ
ス
な
ど
の
）
話
者
や
福
音
書
記
者
（
あ
る
い
は
「
内
在
す
る
著
者
」）
の
「
相＝

ア
ス
ペ
ク

ト
」
の
変
移
を
記
述
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。

未
来
形
に
か
ん
し
て
は
、
先
の
拙
稿
で
、
私
は
次
の
よ
う
に
書
い
た
。「
未
来
形
は
第
四
章
一
三
節
、
一
四
節
や
、
第
一
〇
章
九
節
、
第
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一
一
章
一
九
節
〜
二
五
節
、
同
じ
く
第
一
一
章
四
八
節
な
ど
に
集
中
し
て
い

六
九る

」。
そ
れ
は
事
実
で
あ
る
（
た
だ
し
、「
第
六
章
の
後
半
」

も
加
え
る
べ
き
で
あ
っ
た
）
が
、
今
回
第
一
三
章
｜
二
一
章
に
も
考
察
を
及
ぼ
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
さ
ら
に
、
こ
の
未
来
形
が
、
第
一

三
章
三
二
節
｜
三
八
節
、
第
一
四
章
全
般
、
そ
し
て
な
に
よ
り
も
、
す
で
に
「
期
待
の
章
」
と
命
名
し
た
第
一
六
章
に
異
様
と
い
っ
て
い

い
ほ
ど
（
次
に
未
来
形
の
多
い
第
六
章
の
二
倍
も

）
集
中
し
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。P

o
rter

の
「
時
制
形
」
の
体
系
に
よ

れ
ば
、
こ
れ
ら
の
箇
所
の
イ
エ
ス
の
談
話
に
は
、
イ
エ
ス
の
（
あ
る
い
は
「
内
在
す
る
著
者
」
の
）
強
い
「
期
待
（ex

p
ecta

tio
n

）」
が
込

め
ら
れ
て
い
る
の
だ
、
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
か
。

過
去
完
了
形
に
つ
い
て
は
、
い
ず
れ
に
せ
よ
使
用
頻
度
は
低
い
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
新
約
諸
文
書
全
般
の
傾
向
で
も
あ

七
〇る

。
し
か
し
、

今
回
第
二
一
章
ま
で
の
全
動
詞
の
使
用
状
況
を
調
べ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
さ
ら
に
興
味
深
い
事
実
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
そ
れ
は
、
過
去

完
了
形
の
使
用
が
ま
っ
た
く
な
い
第
一
四
章
｜
第
一
七
章
の
部
分
で
あ
る
。こ
の
箇
所
は
こ
こ
ま
で
何
度
か
言
及
し
て
き
た
イ
エ
ス
の「
告

別
説
教
」
で
あ
る
。
表
１
を
見
る
と
明
白
だ
が
、
こ
の
第
一
四
章
｜
第
一
七
章
で
は
、
未
完
了
過
去
形
の
使
用
数
も
極
端
に
少
な
い
の
で

あ
る
。
先
に
説
明
し
た
よ
う
に
、P

o
rter

の
理
論
に
よ
れ
ば
、
現
在
形
／
未
完
了
過
去
形
の
対
と
完
了
形
／
過
去
完
了
形
の
対
は
パ
ラ
レ

ル
の
関
係
に
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
別
な
言
い
方
を
す
れ
ば
、「
未
完
了
過
去
」
形
と
「
過
去
完
了
」
形
が
パ
ラ
レ
ル
の
関
係
に
あ
る
の
で
あ

る
。
こ
れ
ら
二
つ
の
時
制
形
は
、
そ
れ
ぞ
れ
対
応
す
る
現
在
形
と
完
了
形
と
の
弁
別
特
徴
と
し
て
、「
よ
そ
よ
そ
し
さ
（rem

o
ten

ess

）」

と
い
う
話
者
や
記
者
の
主
観
的
「
態
度
（a

ttitu
d
e

）」
を
持
っ
て
い
る
、
と
さ
れ
て
い

七
一る

。
つ
ま
り
、
こ
の
第
一
四
章
｜
第
一
七
章
の
「
告

別
説
教
」
の
箇
所
に
は
、
話
者
や
著
者
の
「
よ
そ
よ
そ
し
さ
（rem

o
ten

ess

）」、
換
言
す
れ
ば
、
こ
と
が
ら
か
ら
「
距
離
を
お
く
」
と
い
っ

た
よ
う
な
主﹅
観﹅
的﹅
態﹅
度﹅
が
希
薄
だ
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
こ
こ
に
あ
る
の
は
、
出
来
事
に
密
着
し
た
、
切
迫
し
た
態
度
だ
と
言
え
よ
う
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か
。
こ
れ
は
、
形
式
的
に
見
て
も
、
内
容
的
に
見
て
も
、「
告
別
説
教
」と
い
う
も
の
に
ふ
さ
わ
し
い
様
態
で
は
な
い
か
。
そ
し
て
こ
の
こ

と
は
、
あ
る
意
味
に
お
い
て
、P

o
rter

の
時
制
論
（
ア
ス
ペ
ク
ト
論
）
の
妥
当
性
を
傍
証
す
る
も
の
で
は
な
い
か
。

最
後
に
、
未
完
了
過
去
形
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
先
の
拙
稿
で
、
私
は
次
の
よ
う
に
書
い
た
。「
さ
ら
に
、
時
制
形
の
使
用
に
は
、
テ
キ

ス
ト
の
構
造
的
特
徴
も
見
出
さ
れ
る
。
た
と
え
ば
、
各
物
語
単
元
の
時
間
的
枠
組
み
が
未
完
了
形
を
交
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
設
定
さ
れ
、

（
二
・
一
ｂ
、
六
ａ
、
一
三
ａ
、
二
一
、
二
三
ａ
、
二
三
ｂ
、
二
四
ａ
、
二
五
ａ
、
二
五
ｂ
×
二
、
三
・
一
ａ
、
二
二
ａ
×
二
、
二
三
ａ
、

二
三
ｂ
、
二
三
ｃ
×
二
、
二
四
な
ど
）、
そ
し
て
、
そ
の
中
で
主
に
現
在
形
と
ア
オ
リ
ス
ト
形
に
よ
っ
て
叙
述
が
展
開
さ
れ
て
い

七
二る

」。
こ

の
文
に
は
若
干
訂
正
を
加
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
ず
、「
未
完
了
形
」
で
は
な
く
「
未
完
了
過
去
形
」
と
し
、「
時
間
的
枠
組
み
」
で

は
な
く
、「
時
間
」
を
と
っ
て
「
物
語
（n

a
rra

tiv
e

）
の
枠
組
み
」
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
う
え
で
、
こ
の
リ
ス
ト
に
は
、
今
回

調
査
し
た
ヨ
ハ
ネ
福
音
書
後
半
部
第
一
三
章
｜
第
二
一
章
か
ら
、
い
く
つ
か
の
箇
所
を
さ
ら
に
付
け
加
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
と
え
ば
、

典
型
的
な
物
語
（n

a
rra

tiv
e

）
部
分
で
あ
る
「
受
難
物
語
」
の
第
一
八
章
で
あ
れ
ば
、「
一
八
・
一
、
一
〇
、
一
三
×
二
、
一
四
、
…
」、

と
い
っ
た
具
合
で
あ
る
。
し
か
し
、
先
の
拙
稿
の
こ
の
く
だ
り
は
、H

a
ra
ld W

ein
rich

のT
em
pu
s

（
邦
訳
『
時
制
論
』）
の
、
未
完
了

過
去
形
は
「
語
り
の
背
景
」
の
時
制
で
あ
る
、
と
い
う
解
説
に
示
唆
さ
れ
た
の
で
あ
る

七
三が

、P
o
rter

の
理
論
に
対
し
て
は
い
さ
さ
か
忠
実

さ
を
欠
い
て
い
た
。
私
が
右
の
よ
う
に
言
及
し
た
多
く
の
箇
所
で
は
、
そ
の
未
完
了
過
去
形
と
い
う
の
は
、
動
詞∊ιμ

ι

の
未
完
了
過
去
形

η
ν

な
ど
で
あ
る
。

実
は
、P
o
rter

に
よ
れ
ば
、
い
く
つ
か
のμ

ι

動
詞
を
含
め
て
、
と
り
わ
け∊ιμ

ι

は
、
そ
の
「
相＝

ア
ス
ペ
ク
ト
」
が
「
あ
い
ま
い

（v
a
g
u
e

）」
で
あ
り
、
し
か
も
「
多
義
的
（a

m
b
ig
u
o
u
s

）
と
は
対
立
的
に
定
義
さ
れ

七
四る

」、
と
い
う
の
で
あ

七
五る

。
だ
が
、∊ιμ

ι

に
代
表
さ
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れ
る
、
こ
の
「
相＝

ア
ス
ペ
ク
ト
」
が
「
あ
い
ま
い
」
だ
と
い
う
指
摘
は
、
ど
の
よ
う
な
意
味
な
の
だ
ろ
う
か
。「
相＝

ア
ス
ペ
ク
ト
」
に

お
い
て
「
あ
い
ま
い
」
な
動
詞
と
い
う
の
は
、「
完
了
、
未
完
了
、
状
態
と
い
っ
た
動
詞
の
ア
ス
ペ
ク
ト
の
意
味
論
的
負
荷
を
加
え
ら
れ
て

い
な

七
六い

」
の
で
、
こ
れ
ら
の
動
詞
使
用
を
解
釈
す
る
場
合
は
、
特
段
の
注
意
が
必
要
だ
と
さ
れ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
で
は
、
そ
れ
こ
そ
あ

ま
り
に
「
あ
い
ま
い
」
で
あ
る
。
他
な
ら
ぬ
動
詞∊ιμ

ι

の
多
用
は
、
な
に
よ
り
も
ヨ
ハ
ネ
福
音
書
テ
キ
ス
ト
に
お
け
る
顕
著
な
特
徴
で
あ

る
の

七
七で

、
こ
の
点
は
今
後
深
く
追
究
し
て
み
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

た
と
え
ば
、
ヨ
ハ
ネ
福
音
書
劈
頭
の
い
わ
ゆ
る
「
プ
ロ
ロ
ー
グ
」（
第
一
章
１
節
｜
一
八
節
）
で
は
、
動
詞
の
多
く
は
こ
の∊ιμ

ι

の
未
完

了
過
去
形η

ν

で
あ
る
（
一
・
一
×
三
、
二
、
四
×
二
、
八
、
九
、
一
〇
、
一
五
×
二
）。
こ
の
こ
と
か
ら
、
た
と
え
ば
、
い
わ
ば
ミ
ニ
マ

ム
な
各
物
語
（n

a
rra

tiv
e

）
の
枠
組
み
の
つ
け
方
が
、
福
音
書
全
体
と
い
う
大
き
な
物
語
の
枠
組
み
の
つ
け
方
と
同
じ
で
あ
る
｜

つ
ま

り
、∊ιμ

ι

の
未
完
了
形η

ν

で
始
ま
っ
て
い
る
｜

、
な
ど
と
い
っ
た
よ
う
な
こ
と
も
主
張
し
た
く
は
な
る
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、
こ
の「
プ

ロ
ロ
ー
グ
」
に
お
け
る
「
相＝

ア
ス
ペ
ク
ト
」
の
「
あ
い
ま
い
さ
」
と
い
わ
れ
る
こ
と
｜

す
な
わ
ち∊ιμ

ι

の
未
完
了
形η

ν

の
多
用
｜

を
ど
の
よ
う
に
説
明
す
る
か
と
い
う
こ
と
の
探
究
は
、
今
後
の
課
題
と
し
て
お
き
た
い
。

ま
と
め

成
果
と
展
望

「
本
論
」で
は
、
新
た
に
第
一
三
章
｜
第
二
一
章
の
統
計
デ
ー
タ
を
加
え
、
ヨ
ハ
ネ
福
音
書
全
章
に
わ
た
る
動
詞
の
使
用
状
況
を
め
ぐ
っ

て
、P
o
rter

の
動
詞
の
い
わ
ゆ
る
時
制
形
に
か
ん
す
る
「
相
（a

sp
ect

）」
の
理
論
に
も
と
づ
い
た
分
析
を
お
こ
な
っ
た
。
最
後
に
、
こ
こ

で
は
「
ま
と
め
」
と
し
て
、
右
の
分
析
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
成
果
、
な
ら
び
に
今
後
の
展
望
に
つ
い
て
述
べ
て
お
き
た
い
。
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「
本
論
」
の
一
に
記
し
た
よ
う
に
、P

o
rter

の
ギ
リ
シ
ャ
語
動
詞
の
い
わ
ゆ
る
「
時
制
」
形
に
か
ん
す
る
理
論
は
、
非
常
に
挑
戦
的
な
も

の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、P

o
rter

は
、
自
身
の
理
論
に
よ
っ
て
、
通
例
の
ギ
リ
シ
ャ
語
文
法
書
な
ら
ど
れ
に
お
い
て
も
書
か
れ
て
い
る
よ

う
な
、
そ
の
動
詞
変
化
の
体
系
を
書
き
換
え
よ
う
と
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
過
去
｜
現
在
｜
未
来
と
い
っ
た
客
観
的
時
間
図

式
に
し
た
が
っ
て
で
は
な
く
、
実
は
ギ
リ
シ
ャ
語
動
詞
の
各
時
制
形
が
文
法
的
に
表
わ
し
て
い
る
の
だ
と
彼
が
主
張
す
る
「
相
（a

sp
ect

）」

と
い
う
言
語
学
的
概
念
に
よ
っ
て
、
ギ
リ
シ
ャ
語
動
詞
の
い
わ
ゆ
る
時
制
形
を
、
あ
ら
た
め
て
体
系
的
に
範
疇
分
け
し
よ
う
と
い
う
試
み

で
あ
っ
た
。

本
稿
で
は
、
対
象
を
新
約
聖
書
の
一
文
書
で
あ
る
ヨ
ハ
ネ
福
音
書
テ
キ
ス
ト
に
限
定
し
て
、
こ
の
大
胆
な
理
論
を
と
り
あ
え
ず
忠
実
に

な
ぞ
り
な
が
ら
、
分
析
を
加
え
て
み
た
わ
け
で
あ
る
。
そ
の
結
果
は
、「
本
論
」
で
叙
述
し
た
よ
う
に
、
｜

少
な
く
と
も
私
に
と
っ
て
は

｜

非
常
に
興
味
深
い
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
こ
で
は
、
そ
の
点
を
、
可
能
な
か
ぎ
り
明
確
に
し
て
お
き
た
い
。

本
稿
に
お
け
る
分
析
は
、
依
然
、
全
般
的
・
概
括
的
な
も
の
に
と
ど
ま
る
と
は
い
え
、「
本
論
」
の
二
で
述
べ
た
よ
う
に
、P

o
rter

の
理

論
は
、
ヨ
ハ
ネ
福
音
書
テ
キ
ス
ト
に
お
け
る
動
詞
の
各
時
制
形
の
使
用
状
況
に
か
ん
す
る
統
計
的
結
果
を
｜

た
と
え
ば
、「
談
話
（d

is-

co
u
rse

）」
部
分
と
「
物
語
（n
a
rra

tiv
e

）」
部
分
に
お
け
る
現
在
形
と
ア
オ
リ
ス
ト
形
の
対
照
的
な
出
現
頻
度
な
ど
｜

、
テ
キ
ス
ト
の

内
容
や
形
式
に
即
し
た
か
た
ち
で
、
か
な
り
整
合
的
に
説
明
で
き
た
。
こ
の
こ
と
は
、P

o
rter

の
理
論
の
適
切
さ
や
有
効
性
を
あ
る
程
度

示
し
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

し
か
も
、
一
九
九
四
年
の
拙
稿
で
す
で
に
す
で
に
書
い
た
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
の
理
論
に
よ
っ
て
動
詞
の
各
時
制
形
に
「
相＝

ア
ス
ペ

ク
ト
」
と
い
う
観
点
か
ら
注
目
し
た
読
み
は
、
｜

た
と
え
ば
、「
ヨ
ハ
ネ
の
ケ
ー
リ
ュ
グ

七
八マ

」
な
ど
と
も
呼
ば
れ
る
第
三
章
一
三
節
｜
二

一
節
に
お
け
る
「
意
味
論
的
に
も
っ
と
も
負
荷
が
加
え
ら
れ
た
」「
完
了
（
実
は
状
態
相sta

tiv
e a

sp
ect

）
形
」
の
多
用
の
よ
う
に
｜
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「
釈
義
上
重
要
な
問
題
を
も
つ
部
分
と
、
…
微
妙
な
形
で
オ
ー
ヴ
ァ
ー
ラ
ッ
プ
し
て
い

七
九る

」の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
も
、P

o
rter

の
理
論
の

妥
当
性
（relev

a
n
ce

）
を
傍
証
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
こ
の
時
点
で
予
想
さ
れ
る
反
論
も
あ
る
。
つ
ま
り
、
従
来
の
客
観
的
時
間
図
式
に
よ
る
「
時
制
」
概
念
に
も
と
づ
く
文
法
を

援
用
し
た
釈
義
を
追﹅
認﹅
す﹅
る﹅
だ﹅
け﹅
な
の
で
あ
れ
ば
、
何
も
新
し
い
文
法
理
論
な
ど
必
要
と
し
な
い
の
で
は
な
い
か
、P

o
rter

の
動
詞
の
時

制
形
を
め
ぐ
る
「
相
（a

sp
ect

）」
の
理
論
な
ど
「
オ
ッ
カ
ム
の
剃
刀
」
で
は
な
い
か
、
と
い
っ
た
批
判
で
あ
る
。
だ
が
、
お
そ
ら
く
、
そ

う
で
は
あ
る
ま
い
。

な
ぜ
な
ら
、
そ
れ
こ
そ
、P

o
rter

の
理
論
は
、
動
詞
の
各
時
制
形
が
表
わ
す
観
念
に
つ
い
て
、
そ
の
捉
え
方
の
根
本
的
な
転
換
を
迫
る

か
ら
で
あ
る
。
繰
り
返
し
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
ギ
リ
シ
ャ
語
動
詞
の
各
時
制
形
は
、
話
者
や
記
者
の
主
観
と
は
別
に
客
観
的
に
考
え
ら

れ
て
い
る
過
去
｜
現
在
｜
未
来
と
い
っ
た
時
間
図
式
に
基
づ
い
て
い
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
ら
は
、
む
し
ろ
そ
う
い
っ
た
話
者
や
記
者
の

主﹅
観﹅
的﹅
な﹅
パ﹅
ー﹅
ス﹅
ペ﹅
ク﹅
テ﹅
ィ﹅
ヴ﹅
を﹅
客﹅
観﹅
的﹅
な﹅
仕﹅
方﹅
で﹅
表﹅
わ﹅
し﹅
て﹅
い﹅
る﹅
、﹅
と
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
完
了
形
で
あ
れ
ば
、P

o
rter

の
理
論
に
よ
る
な
ら
ば
、
こ
と
が
ら
が「
す
で
に
起
こ
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
」と
か
、「
過
去
に
起
こ
っ
た
事
態
が
今
ま
で
継
続
し
て
い
る
」

と
い
っ
た
、
話
者
や
記
者
の
主
観
か
ら
独
立
し
た
事
態
の
様
子
を
客﹅
観﹅
的﹅
に﹅
描﹅
写﹅
し﹅
て﹅
い﹅
る﹅
の﹅
で﹅
は﹅
な﹅
い﹅
、
の
で
あ
る
。
む
し
ろ
、
そ
こ

で
は
、
そ
の
事
態
の
状
態
（sta

tiv
e

）
に
対
す
る
主﹅
観﹅
的﹅
な﹅
強
い
こ
だ
わ
り
｜
「
ま
さ
し
く
か
く
か
く
の
状
態
で
あ
る
」
｜

の
よ
う
な

も
の
が
、
動
詞
形
の
変
化
と
い
う
客﹅
観﹅
的﹅
指﹅
標﹅
に﹅
よ﹅
っ﹅
て﹅
表﹅
示﹅
さ﹅
れ﹅
て﹅
い﹅
る﹅
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
、
動
詞
の
時
制
形
を
見

て
い
く
な
ら
ば
、
テ
キ
ス
ト
は
、
客
観
的
時
間
ベ
ー
ス
の
時
制
形
の
読
み
と
は
異
な
っ
て
、
む
し
ろ
、
話
者
や
記
者（「
登
場
人
物
」や「
内

在
す
る
著
者
」）の
主﹅
観﹅
的﹅
パ﹅
ー﹅
ス﹅
ペ﹅
ク﹅
テ﹅
ィ﹅
ヴ﹅
を
よ
り
メ
リ
ハ
リ
豊
か
に
浮
き
彫
り
に
し
て
く
れ
る
だ
ろ
う
。
こ
こ
で
は
、
そ
う
い
っ
た

成
果
を
示
し
て
く
れ
る
具
体
的
な
例
を
検
討
し
て
み
よ
う
。
そ
れ
は
、
た
ん
な
る
動
詞
の
変
化
形
に
つ
い
て
の
文
法
的
な
話
と
い
う
レ
ベ
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ル
を
超
え
て
展
開
し
て
い
く
。

ヨ
ハ
ネ
福
音
書
冒
頭
の
い
わ
ゆ
る
「
プ
ロ
ロ
ー
グ
」
の
そ
の
ま
た
冒
頭
部
分
（
第
一
章
一
節
｜
五
節
）
を
見
て
み
よ
う
。
こ
の
箇
所
を

P
o
rter

の
理
論
に
も
と
づ
い
て
翻
訳
し
て
み
よ
う
。
従
来
の
ギ
リ
シ
ャ
語
文
法
に
よ
れ
ば
誤
訳
と
い
わ
れ
そ
う
な
次
の
よ
う
な
訳
も
可
能

だ
ろ
う
。

「
一
は
じ
め
に
あ
る
の
は
言ことばだ
っ
た
（η

ν

〔
未
完
了
過
去
形
〕）。
そ
し
て
、
言
は
神
と
一
緒
だ
っ
た
（η

ν

）。
そ
し
て
、
言
は
神
だ
っ
た

（η
ν

）。
二
こ
の
言
は
は
じ
め
に
は
神
と
一
緒
だ
っ
た
（η

ν

）。
三
す
べ
て
が
そ
の
言
に
よ
っ
て
生
じ
た
（∊γ

∊ν∊το

〔
ア
オ
リ
ス
ト
形
〕）。

そ
し
て
、
そ
の
言
な
し
に
は
何
ひ
と
つ
生
じ
（∊γ

∊ν∊το

）
な
か
っ
た
。（

八
〇四

）
そ
の
言
に
お
い
て
ま﹅
さ﹅
し﹅
く﹅
生﹅
じ﹅
る﹅
こ﹅
と﹅
に﹅
な﹅
っ﹅
た﹅

（γ
∊γ
ο
ν∊ν

〔
完
了
形
〕）も
の
は
命
だ
っ
た（η

ν
）。
そ
し
て
命
は
人
々
の
光
だ
っ
た（η

ν

）。
五
そ
し
て
光
は
闇
の
中
で
輝
い
て
い﹅
た﹅（φ

α
ιν∊ι

〔
現
在
形
〕）。
そ
し
て
闇
は
そ
れ
に
勝まさ
っ
て
（
そ
れ
を
分
か
っ
て
）
い
な
か
っ
た
（κ

α
τ∊λ

α
β
∊ν

〔
ア
オ
リ
ス
ト
形
〕）」（
傍
点
に
よ
る
強

調
は
佐
々
木
に
よ
る
）。

こ
こ
に
は
、
未
完
了
過
去
形
、
ア
オ
リ
ス
ト
形
、
完
了
形
、
現
在
形
の
動
詞
が
出
て
く
る
。P

o
rter

に
よ
れ
ば
、
こ
れ
ら
の
動
詞
の
い

わ
ゆ
る
「
時
制
形
」
は
客
観
的
時
間
観
念
を
表
わ
す
も
の
で
は
な
い
。

し
か
ら
ば
、
な
ぜ
こ
の
箇
所
を
全
体
と
し
て
客
観
的
に
、
過
去
の
出
来
事
と
し
て
翻
訳
で
き
る
か
と
い
え
ば
、
そ
れ
は
ひ
と
え
に
、
冒

頭
の
「
は
じ
め
に
（∊ν

α
ρχ

）」
と
い
う
「
指
呼
（d

eix
is

）」
に
よ
る
の
で
あ
る
。P

o
rter

に
よ
れ
ば
、
ギ
リ
シ
ャ
語
に
お
い
て
客
観
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的
な
時
間
観
念
を
表
わ
す
の
は
、
こ
の
よ
う
な
「
指
呼
詞
（d

eictic

）」
に
よ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
さ
ら
に
極
端
に
は
、
こ
の
「
は
じ

め
に
」
を
も
っ
と
抽
象
的
な
も
の
ご
と
の
「
は
じ
ま
り
」
と
考
え
て
、「
は
じ
め
に
あ
る
の
は
言
だ
」
の
よ
う
に
、
い
わ
ゆ
る
「
現
在
形
」

と
し
て
翻
訳
す
る
こ
と
も
可
能
か
も
し
れ
な
い
（
こ
こ
で
は
こ
と
が
ら
を
理
解
し
や
す
く
す
る
た
め
に
、
既
存
の
翻
訳
に
で
き
る
だ
け
近

づ
け
る
方
向
を
と
っ
た
｜

も
っ
と
も
、
セ
プ
ト
ゥ
ア
ギ
ン
タ
と
の
関
連
で
創
世
記
の
「
原
初
史
」
を
予
測
さ
せ
る
が
ゆ
え

八
一に

、
こ
れ
は

過
去
の
出
来
事
で
あ
る
、
と
い
っ
た
解
釈
も
成
り
立
つ
だ
ろ
う
）。

η
ν

と
い
う
未
完
了
過
去
形
は
、P

o
rter

に
よ
れ
ば
、「
相＝

ア
ス
ペ
ク
ト
」
が
「
あ
い
ま
い
」
な
の
で
あ
り
、
で
き
る
だ
け
目
立
た
ぬ

よ
う
、
さ
ら
り
と
訳
す
の
が
よ
か
ろ
う
。（
一
節
を
「
は
じ
め
に
言
が
在
っ
た
」
な
ど
と
、
原
初
か
ら
の
「
存
在
」
を
強
調
す
る
よ
う
な
訳

を
私
は
と
り
た
く
な
い
。
そ
の
理
由
を
こ
こ
で
は
十
分
述
べ
ら
れ
な
い
が
、
要
す
る
に
、
ヨ
ハ
ネ
福
音
書
に
お
け
る
繫
辞
の
優
勢
を
念
頭

に
お
い
て
い
る
の
で
あ

八
二る

）。

∊γ
∊ν∊το

やκ
α
τ∊λ

α
β
∊ν

な
ど
の
ア
オ
リ
ス
ト
形
が
、
こ
こ
で
叙
述
さ
れ
て
い
る
物
語
（n

a
rra

tiv
e

）
の
「
背
骨
」
を
な
し
て
い
る
。

す
な
わ
ち
、
こ
の
プ
ロ
ロ
ー
グ
の
記
述
者
の
主﹅
観﹅
的﹅
パ﹅
ー﹅
ス﹅
ペ﹅
ク﹅
テ﹅
ィ﹅
ヴ﹅
の
後
景
を
な
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
あ
ま
り
読

者
の
注
意
を
ひ
く
よ
う
な
訳
を
し
て
は
よ
く
な
い
。

そ
れ
に
対
し
て
、「
相＝

ア
ス
ペ
ク
ト
」と
い
う
観
点
か
ら
、「
意
味
論
的
に
負
荷
を
加
え
ら
れ
た
」現
在（
実
は
未
完
了
相〔im

p
erfectiv

e
 

a
sp
ect

〕）
形φ
α
ιν∊ι

と
、「
も
っ
と
も
負
荷
を
加
え
ら
れ
た
」
完
了
（
実
は
状
態
相
〔sta

tiv
e a

sp
ect

〕）
形γ

∊γ
ο
ν∊ν

に
も
っ
と
も

注
意
を
は
ら
っ
た
訳
語
を
当
て
る
必
要
が
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
、「
輝
く
」、「
生
じ
る
」と
い
っ
た
事
態
に
対
し
て
、
記
述
者
が
持
っ
て
い
る

主﹅
観﹅
的﹅
パ﹅
ー﹅
ス﹅
ペ﹅
ク﹅
テ﹅
ィ﹅
ヴ﹅
が
、
こ
れ
ら
の
時
制
形
を
選
択
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
客﹅
観﹅
的﹅
に﹅
表﹅
現﹅
さ﹅
れ﹅
て﹅
い﹅
る﹅
わ
け
で
あ
る
。
前
者
を

「
輝
い
て
い﹅
た﹅
（「
輝
い
て
い﹅
る﹅
」
で
は
な
い
）」
と
翻
訳
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
右
に
記
し
た
ア
オ
リ
ス
ト
形
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
て
い
る
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こ
と
が
ら
を
背
景
と
し
て
、そ
の
前
景
に
浮
か
び
上
が
ら
せ
る
こ
と
が
で
き
て
い
る
だ
ろ
う
か
。後
者
を
、「
ま
さ
し
く
生
じ
る
こ
と
に
な
っ

た
も
の
」
と
翻
訳
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
事
態
の
状
態
（sta

te o
f a
ffa
ires

）
に
焦
点
を
あ
て
た
主﹅
観﹅
的﹅
な﹅
パ﹅
ー﹅
ス﹅
ペ﹅
ク﹅
テ﹅
ィ﹅
ヴ﹅
を
表
現

で
き
て
い
る
だ
ろ
う
か
。

と
こ
ろ
で
、
従
来
の
釈
義
に
お
い
て
も
、
こ
れ
ら
の
「
完
了
」
形
や
「
現
在
」
形
は
、
強
調
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
そ
れ
は
、P

o
rter

が
否
定
す
る
い
わ
ゆ
る
客
観
的
時
間
図
式
を
も
と
に
し
た
ギ
リ
シ
ャ
語
動
詞
「
時
制
」
の
考
え
に
よ
っ
て
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
日
本
の

代
表
的
な
ヨ
ハ
ネ
福
音
書
研
究
者
の
一
人
で
あ
る
土
戸
清
は
、
こ
の
箇
所
の
完
了
形γ

∊γ
ο
ν∊ν

に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
注
釈
し
て
い
る
。

「
先
在
の
ロ
ゴ
ス
に
よ
っ
て
造
ら
れ
た
も
の
は
現
在
完
了
形
（
３
節
ｃ
の
「
言
に
よ
っ
て
な
っ
た
も
の
」）
で
描
写
し
て
い
る
の
で
す
。

と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
命
が
、
そ
の
後
も
人
々
に
対
し
て
命
を
与
え
、
ま
た
人
々
に
と
っ
て
継
続
し
て
命
を
与
え
続
け
て
い
る
こ
と
の
確

信
を
ヨ
ハ
ネ
福
音
書
記
者
は
の
べ
て
い
る
の
で

八
三す

」。

ま
た
、
同
じ
く
大
貫
隆
は
、
現
在
形φ

α
ιν∊ι

に
つ
い
て
、
次
に
よ
う
に
書
い
て
い
る
。

「
し
か
し
、
ヨ
ハ
ネ
は
、「
先
在
」
の
神
の
「
言
」
が
「
光
」
と
し
て
や
っ
て
き
た
こ
と
に
よ
っ
て
は
じ
ま
っ
た
こ
の
出
来
事
を
、
た
だ

単
に
過
去
の
出
来
事
と
し
て
だ
け
眺
め
返
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
は
彼
の
現
在
、
彼
の
「
今
」
に
ま
で
継
続
し
て
い
る
出
来
事

な
の
で
あ
る
。
ま
さ
に
、「
光
は
闇
の
中
に
輝
い
て
い﹅
る﹅
」（
一
・
五
）
の
で
あ

八
四る

」。

同
じ
動
詞
の
時
制
形
に
注
目
す
る
と
い
っ
て
も
、P

o
rter

の
理
論
に
よ
れ
ば
、
ま
さ
し
く
こ
う
い
っ
た
た
ぐ
い
の
解
釈
に
対
し
て
は
留

保
が
必
要
な
こ
と
が
理
解
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

た
だ
し
、
大
貫
が
続
け
て
、「
他
は
一
貫
し
て
過
去
形
で
あ
る
の
に
、
こ
の
「
輝
い
て
い﹅
る﹅
」
の
現
在
形
だ
け
は
、
ち
ょ
う
ど
き
れ
い
な

― ―27

北
大
文
学
研
究
科
紀
要



柄
の
織
物
か
ら
一
本
だ
け
ほ
つ
れ
た
糸
の
よ
う
に
浮
き
上
が
っ
て
い

八
五る

」
と
書
く
と
き
、
期
せ
ず
し
て
ア
ス
ペ
ク
ト
的
な
記
述
に
な
っ
て

い
る
。
し
か
し
、P

o
rter

の
理
論
に
よ
れ
ば
、
こ
の
箇
所
は
、
時
間
的
に
は
む
し
ろ
過
去
の
出
来
事
に
言
及
し
て
い
る
｜

つ
ま
り
、「
輝

い
て
い﹅
た﹅
」
｜

と
さ
れ
る
の
で
あ

八
六る

。

大
貫
は
さ
ら
に
つ
づ
け
て
、「
そ
れ
は
ヨ
ハ
ネ
が
プ
ロ
ロ
ー
グ
全
体
を
ど
う
い
う
視
点
か
ら
書
い
て
い
る
か
を
印
象
的
に
示
す
も
の
で
あ

八
七る

」
と
記
し
て
い
る
の
だ
が
、
お
そ
ら
く
、
そ
れ
は
「
ヨ
ハ
ネ
と
い
う
著
者
が
生
き
て
福
音
書
を
書
い
て
い
る
「
現
在
」
と
い
う
視
点
か

ら
｜

だ
か
ら
「
現
在
」
形
が
用
い
ら
れ
て
い
る
の
だ
」
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、P

o
rter

の
時
制
形
に
か
ん
す
る
理
論

に
よ
る
な
ら
ば
、
た
と
え
ヨ
ハ
ネ
福
音
書
の
記
者
が
そ
の
よ
う
な
視
点
を
も
っ
て
い
た
と
し
て

八
八も

、
そ
れ
を
証
拠
づ
け
る
一
助
と
し
て
こ

の
「
現
在
」
形
を
引
き
合
い
に
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
確
か
に
、
こ
の
箇
所
で
は
、「
輝
く
」
と
い
う
こ
と
を
「
き
れ
い
な
柄
の
織
物
か

ら
一
本
だ
け
ほ
つ
れ
た
糸
の
よ
う
に
浮
き
上
が
」
ら
せ
よ
う
と
、
書﹅
き﹅
手﹅
が﹅
主﹅
観﹅
的﹅
に﹅
試
み
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
れ
は
あ
く

ま
で
「
過
去
」
の
出
来
事
｜
「
輝
い
て
い﹅
た﹅
」
｜

と
し
て
、
と
い
う
の
が
、P

o
rter

の
理
論
か
ら
出
て
く
る
帰
結
で
あ

八
九る

。

以
上
、
ヨ
ハ
ネ
福
音
書
冒
頭
の
プ
ロ
ロ
ー
グ
の
一
部
の
釈
義
を
若
干
詳
し
く
考
察
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
従
来
の
釈
義
とP

o
rter

の
理

論
と
が
斬
り
結
ぶ
点
を
確
認
で
き
た
。
つ
ま
り
、
両
者
は
ギ
リ
シ
ャ
語
動
詞
を
め
ぐ
っ
て
、
な
ぜ
同
じ
よ
う
な
と
こ
ろ
に
注
目
す
る
の
か
、

し
か
し
そ
の
解
釈
が
な
ぜ
、
そ
し
て
ど
の
よ
う
に
異
な
っ
て
く
る
の
か
と
い
う
こ
と
を
、
あ
る
程
度
明
確
に
で
き
た
と
思
わ
れ
る
。

し
た
が
っ
て
、P

o
rter

の
理
論
の
ネ
ガ
テ
ィ
ヴ
な
イ
ン
パ
ク
ト
は
、
従
来
の
客
観
的
時
間
図
式
に
も
と
づ
い
た
ギ
リ
シ
ャ
語
動
詞
の
時

制
形
に
つ
い
て
の
概
念
を
用
い
た
釈
義
に
つ
い
て
は
、
そ
の
再
考
を
促
す
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
さ
ら
に
、P

o
r-

ter

の
理
論
の
よ
り
積
極
的
な
側
面
を
述
べ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
テ
キ
ス
ト
の
言
語
世
界
に
表
わ
れ
た
（
内
在
す
る
）
著
者
の
主﹅
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観﹅
的﹅
な﹅
パ﹅
ー﹅
ス﹅
ペ﹅
ク﹅
テ﹅
ィ﹅
ヴ﹅
な﹅
り﹅
態﹅
度﹅
な
り
を
、
動
詞
の
そ
れ
ぞ
れ
の
時
制
形
の
使
用
と
い
う
客
観
的
指
標
を
通
し
て
、
あ
ら
た
め
て
よ

り
的
確
に
記
述
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
私
は
今
後
、
こ
う
い
っ
たP

o
rter

の
理
論
に
よ
る
ネ
ガ

テ
ィ
ヴ
な
面
、
ポ
ジ
テ
ィ
ヴ
な
面
双
方
を
考
慮
し
な
が
ら
、
ヨ
ハ
ネ
福
音
書
翻
訳
や
解
釈
を
試
み
る
つ
も
り
で
あ
る
。

最
後
に
、
本
稿
で
は
あ
ま
り
展
開
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
が
、P

o
rter

の
理
論
と
、
い
わ
ゆ
る
「
新
し
い
文
学
批
評
」
と
の
か
か

わ
り
に
若
干
ふ
れ
て
筆
を
お
く
こ
と
に
す
る
。
こ
のP

o
rter

の
理
論
は
文
法
（
あ
る
い
は
言
語
学
）
理
論
で
あ
り
、
さ
し
あ
た
り
い
わ
ゆ

る
文
学
研
究
・
批
評
の
理
論
で
は
な
い
。P

o
rter

自
身
も
、「
読
者
｜
応
答
批
評
」
な
ど
新
約
学
の
領
域
に
お
け
る
い
わ
ゆ
る
「
新
し
い
文

学
批
評
」
に
対
し
て
は
、
あ
ま
り
有
効
性
・
将
来
性
の
あ
る
も
の
で
は
な
い
と
し
て
、
辛
辣
な
批
判
を
加
え
て
お

九
〇り

、
彼
自
身
は
、
伝
統

的
な
「
歴
史
的
｜
批
判
的
」
方
法
の
陣
営
に
と
ど
ま
る
姿
勢
を
見
せ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
両
者
、
す
な
わ
ちP

o
rter

の
主
張
す
る

よ
う
な
「
歴
史
的
｜
批
判
的
」
研
究
の
基
盤
と
な
る
ギ
リ
シ
ャ
語
文
法
の
試
み
と
、「
読
者
｜
応
答
批
評
」
を
は
じ
め
と
す
る
「
新
し
い
文

学
批
評
」
の
方
向
性
は
、
い
く
つ
か
の
点
で
共
通
の
要
素
を
も
っ
て
い
る
よ
う
に
私
に
は
思
わ
れ
る
。
こ
こ
で
は
二
点
に
ふ
れ
る
。

ま
ず
両
者
は
、
な
ん
ら
か
の
方
法
で
「
主
観
性
」
と
い
う
も
の
を
記
述
し
よ
う
と
し
て
い
る
点
が
共
通
で
あ
る
。P

o
rter

の
理
論
は
、

動
詞
の
時
制
形
の
選
択
の
中
に
、
著
者
な
り
話
者
な
り
の
主﹅
観﹅
的﹅
パ﹅
ー﹅
ス﹅
ペ﹅
ク﹅
テ﹅
ィ﹅
ヴ﹅
を
読
み
取
ろ
う
と
す
る
。
そ
れ
と
同
じ
よ
う
に
、

「
読
者
｜
応
答
批
評
」
で
あ
れ
ば
、「
現
実
の
読
者
（rea

l rea
d
er

）」
で
あ
れ
、「
テ
キ
ス
ト
に
内
在
す
る
読
者
（im

p
lied

九
〇

rea
d
er

）」
で

あ
れ
、
そ
れ
ら
が
読
み
行
為
を
通
し
て
作
用
を
被
る
さ
ま
ざ
ま
な
主﹅
観﹅
的﹅
側
面
を
、
な
ん
ら
か
の
仕
方
で
記
述
し
よ
う
と
試
み
て
い
る
の

で
あ
る
。
両
者
と
も
に
、
テ
キ
ス
ト
の
非
常
に
こ
ま
か
い
読
解
か
ら
浮
か
び
上
が
る
あ
る
種
の
「
主
観
性
」
を
尊
重
し
よ
う
と
し
て
い
る
。

次
に
、
両
者
の
共
通
点
と
私
が
考
え
る
も
の
は
、
そ
れ
ら
の
い
わ
ば
「
全
体
論
的
」
あ
る
い
は
「
全
体
指
向
的
」
と
で
も
言
う
べ
き
姿
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勢
で
あ
る
。
本
稿
の
最
初
の
方
に
も
記
し
た
よ
う
に
、
い
わ
ゆ
る
「
歴
史
的
｜
批
判
的
」
方
法
に
お
け
る
伝
統
的
な
「
文
献
批
判
／
文
学

批
評
（L

itera
rk
ritik

,
litera

ry criticism

）」
は
、「
資
料
」
の
仮
説
的
分
離
や
析
出
を
目
的
と
す
る
と
こ
ろ
に
典
型
的
に
現
わ
れ
て
い

る
よ
う
に
、
総
合
的
と
い
う
よ
り
は
分
析
的
で
あ
り
、
全
体
化
を
め
ざ
す
と
い
う
よ
り
も
そ
れ
に
先
だ
っ
て
分
離
や
分
割
を
実
行
す
る
。

そ
れ
に
対
し
て
、
本
稿
で
論
じ
た
よ
う
なP

o
rter

の
文
法
（
あ
る
い
は
言
語
学
）
理
論
も
、「
読
者
｜
応
答
批
評
」
の
よ
う
な
「
新
し
い

文
学
批
評
」
も
、
福
音
書
で
あ
れ
、
他
の
な
ん
ら
か
の
言
語
表
現
で
あ
れ
、
ま﹅
ず﹅
な﹅
に﹅
よ﹅
り﹅
も﹅
、
一
定
の
資
料
体
（co

rp
u
s

）
全﹅
体﹅
を
視

野
に
収
め
て
対
象
を
取
り
扱
お
う
と
し
て
い
る
。
福
音
書
の
研
究
で
あ
れ
ば
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、
さ
し
あ
た
り
あ
る
福
音
書
（
あ
る
い
は

新
約
聖
書
）自
体
を
ま
と
ま
り
の
あ
る
全
体
と
し
て
み
な
す
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。Po

rter

は
自
ら
の
方
法
をS

y
stem

ic lin
g
u
istics

と

称
し
て
い
る
。
こ
のsy

stem
ic lin

g
u
istics

の
具
体
的
な
方
法
論
の
細
部
は
と
も
か
く
、
そ
れ
に
は
あ
る
種
の
全
体
化
指
向
性
が
あ
る
と

私
は
考
え

九
一る

。

こ
こ
に
記
し
た
私
の
見
方
が
正
し
い
と
し
て
、
そ
れ
は
、
新
約
学
と
い
う
領
域
に
も
あ
る
種
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
転
換
の
よ
う
な
も
の
が
起

こ
り
つ
つ
あ
る
こ
と
の
証
し
な
の
か
も
し
れ
な
い

九
二し

、
い
ず
れ
に
せ
よ
聖
書
を
守
ろ
う
｜

し
か
し
、
何
か
ら
？
｜

と
い
う
、
近
代
の

学
問
的
聖
書
研
究
の
始
ま
り
以
来
存
在
し
て
い
る
敬
虔
主
義
的
伏
流
が
、
そ
れ
ぞ
れ
違
う
方
向
か
ら
装
い
を
違
え
て
現
わ
れ
て
き
て
い
る

だ
け
な
の
か
も
し
れ
な
い
、
な
ど
と
い
う
の
は
ど
ち
ら
に
せ
よ
う
が
ち
過
ぎ
た
も
の
の
見
方
な
の
だ
ろ
う
か
。

注一

拙
稿
「
ヨ
ハ
ネ
福
音
書
に
お
け
る
時
制
（
称
）
論
の
試
み
」
日
本
新
約
学
会
編
『
新
約
学
研
究
』
二
二
号
（
一
九
九
四
年
）、
一
三
｜
二
八
頁
。

二

広
く
普
及
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
日
本
語
に
よ
る
ギ
リ
シ
ャ
語
文
法
書
、
田
中
美
知
太
郎
・
松
平
千
秋
『
ギ
リ
シ
ャ
語
入
門

改
訂
版
』
岩
波
書
店
、
一
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九
六
二
年
な
ど
、
日
本
の
ギ
リ
シ
ャ
語
文
法
の
世
界
で
は
、
伝
統
的
にten

se

が
「
時
制
」
と
訳
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
、
右
の
拙
稿
の
よ
う
な
紛
ら
わ
し

い
タ
イ
ト
ル
と
な
っ
た
。
本
稿
で
は
、
叙
述
を
簡
潔
に
す
る
た
め
に
「
時
制
」
で
統
一
す
る
。

三

S
.
E
..
P
o
rter,

V
erbal A

spect in
 
th
e G

reek of th
e N

ew
 
T
estam

en
t,
w
ith R

eferen
ce to T

en
se an

d
 
M
ood

(D
.
A
.
C
a
rso

n

﹇G
en
era

l
 

E
d
ito
r

﹈,S
tu
d
ies in B

ib
lica

l G
reek

,
V
o
l.
1)
(N
ew
 
Y
o
rk
,
etc.:

P
eter L

a
n
g
,
1989).

以
下
で
は
、V

erbal A
spect

と
す
る
。

四

id
em
,
Id
iom

s of th
e G

reek N
ew
 
T
estam

en
t
(B
ib
lica

l L
a
n
g
u
a
g
es:

G
reek 2)

(S
h
effield

:
JS
O
T
 
P
ress,

1992).

以
下
で
は
、Id

iom
s

と

す
る
。

五

こ
れ
も
ま
た
、
注
二
で
あ
げ
た
岩
波
版
『
ギ
リ
シ
ャ
語
入
門
』
な
ど
、
日
本
の
ギ
リ
シ
ャ
語
文
法
の
領
域
で
は
「
相
」
と
訳
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
こ

れ
は
「
態
」
と
す
べ
き
で
あ
り
、
そ
う
し
な
い
と
、
本
稿
で
論
じ
て
い
る
よ
う
な“a

sp
ect”

と
混
乱
を
き
た
す
こ
と
に
な
る
。
Ｊ
・
デ
ュ
ヴ
ォ
ア
他
著
、
伊

藤
晃
・
木
下
光
一
・
福
井
芳
男
・
丸
山
圭
三
郎
編
訳
『
ラ
ル
ー
ス
言
語
学
用
語
辞
典
』
大
修
館
書
店
、
一
九
八
〇
年
な
ど
の
当
該
項
目
を
参
照
。

六

P
o
rter,

V
erbal A

spect,
p
.107 et a

l.

七

『
ラ
ル
ー
ス
言
語
学
用
語
辞
典
』
一
九
〇
｜
一
九
一
頁
。

八

P
o
rter,

Id
iom

s
,
p
p
.20f.

全
体
が
イ
タ
リ
ッ
ク
。
た
だ
し
、〔

〕
内
は
佐
々
木
に
よ
る
補
い
。

九

ibid
.,
p
.28.

一
〇

ibid
.,
p
.21.

イ
タ
リ
ッ
ク
。

一
一

ibid
.

全
体
が
イ
タ
リ
ッ
ク
。

一
二

ibid
.

前
半
の
文
は
イ
タ
リ
ッ
ク
。

一
三

ibid
.,
p
p
.21f.

全
体
が
イ
タ
リ
ッ
ク
。

一
四

ibid
.,
p
.22.

た
だ
し
、
傍
点
は
佐
々
木
に
よ
る
。

一
五

ibid
.

一
六

ibid
.

一
七

ibid
.

一
八

ibid
.,
p
.26.

た
だ
し
、〔

〕
内
は
佐
々
木
に
よ
る
補
い
。
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一
九

ibid
.

二
〇

ibid
.,
p
.40.

二
一

ibid
.

た
だ
し
、〔

〕
内
は
佐
々
木
に
よ
る
補
い
。

二
二

ibid
.,
p
p
.33f.,

39f.,
a
n
d 42.

二
三

ibid
.,
p
.44.

全
体
が
イ
タ
リ
ッ
ク
。

二
四

ibid
.,
p
.43.P

o
rter

に
よ
れ
ば
、「
法
（m

o
o
d

）
に
よ
る
変
化
形
は
、
言
語
の
使
い
手
の
、
動
詞
の
〔
表
す
〕
行
為
の
現
実
へ
の
か
か
わ
り
方
に
か
ん
す

る
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
を
文
法
的
に
表
わ
す
た
め
に
用
い
ら
れ
る〔
文
全
体
が
イ
タ
リ
ッ
ク
〕。
換
言
す
れ
ば
、
法
に
よ
る
変
化
形
は
出
来
事
に
対
す
る
話
者

の
「
態
度
」
を
示
す
の
で
あ
る
」（ibid

.,
p
.50 ：

た
だ
し
、〔

〕
内
は
佐
々
木
に
よ
る
補
い
）。「
直
接
法
（in

d
ica
tiv
e m

o
o
d

）」
は
、「
現
実
の
状
況
と

し
て
呈
示
さ
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
の
主
張
を
文
法
的
に
表
わ
し
て
い
る
」（ibid

.,
p
.51 ：

全
体
が
イ
タ
リ
ッ
ク
）
の
に
対
し
て
、「
接
続
法
（su

b
ju
n
ctiv

e
 

m
o
o
d

）」は
、「
い
つ
か
そ
し
て
い
ま
存
在
す
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
た
ん
に
記
者
や
話
者
の
考
察
さ
る
べ
き
投
影
と
し
て
、
検
証
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

投
影
さ
れ
た
領
域
を
文
法
的
に
表
わ
し
て
い
る
」（ibid

.,
p
p
.56f. ：

全
体
が
イ
タ
リ
ッ
ク
）。
ま
た
、「
希
求
法
（o

p
ta
tiv
e m

o
o
d

）」
は
、「
投
影
と
い
う

意
味
論
的
特
徴
を
も
っ
て
い
る
が
、
偶
然
性
（co

n
tin
g
en
cy

）
と
い
う
要
素
を
も
そ
な
え
た
」（ibid

.,
p
.60 ：

全
体
が
イ
タ
リ
ッ
ク
）
も
の
で
あ
る
。
さ
ら

に
、「
命
令
形
（im

p
era

tiv
e fo

rm

）」
も
、「
非
｜
直
接
法
」
と
し
て
、「
通
常
、
誰
か
の
行
為
を
命
じ
る
た
め
に
用
い
ら
れ
る
の
で
あ
る
」（ibid

.,p
.53 ：

全
体
が
イ
タ
リ
ッ
ク
）。
表
１
も
参
照
。

二
五

P
o
rter,

V
erbal A

spect,
p
.108.

id
em
,
Id
iom

s
,
p
.26.

二
六

P
o
rter,

Id
iom

s
,
p
.21.

こ
れ
ら
は
、“d

isco
u
rse d

eix
is”

あ
る
い
は“tex

t d
eix

is”

と
も
呼
ば
れ
る
（
注
八
六
参
照
）。

二
七

P
o
rter,

V
erbal A

spect,
p
.108.

id
em
,
Id
iom

s
,
p
.21.

二
八

た
と
え
ば
、
従
来
の
時
間
観
念
に
よ
る
時
制
形
の
説
明
に
は
、
い
わ
ゆ
る
現
在
形
が
過
去
を
表
わ
す
場
合（h

isto
ric p

resen
t

）、
ア
オ
リ
ス
ト
形
が
現
在

を
表
わ
す
場
合
（g

n
o
m
ic a

o
rist

）
な
ど
、
動
詞
の
時
制
形
が
示
す
客
観
的
な
時
間
に
つ
い
て
、「
時
制
」
と
関
連
し
て
数
々
の
「
例
外
」
が
あ
っ
た
。
し

か
し
、P

o
rter

の
「
相
（a

sp
ect

）」
に
基
づ
く
時
制
形
の
体
系
で
は
、
そ
う
い
っ
た
例
外
を
設
け
ず
に
、
動
詞
の
変
化
形
全
体
を
整
合
的
に
説
明
で
き
て
い

る
と
思
わ
れ
る
。

二
九

P
o
rter,

V
erbal A

spect,
p
p
.17

71

に
は
詳
細
な
、id

em
,
Id
iom

s
,
p
p
.26

28

に
は
概
略
的
な
、
こ
の
ギ
リ
シ
ャ
語
動
詞
の
い
わ
ゆ
る
時
制
形
の
問
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題
を
め
ぐ
る
研
究
史
が
叙
述
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
前
掲
拙
稿
「
ヨ
ハ
ネ
福
音
書
に
お
け
る
時
制
（
称
）
論
の
試
み
」、
一
三
｜
一
五
頁
に
も
、
若
干
こ
の
点

で
の
ま
と
め
を
記
述
し
て
あ
る
。

三
〇

P
o
rter

自
身
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（h

ttp
: //d

iv
in
ity
2.m

cm
a
ster.ca

:8111 /fa
cu
lty
/fa

cu
lty
.
a
sp
x
?fa
cid
＝
4

）
に
よ
る
と
、
著
書
が
十
一
冊
、
論
文

等
が
百
六
十
本
、
編
者
者
と
な
っ
て
い
る
著
作
が
四
十
五
冊
と
の
こ
と
で
あ
る
。

三
一

た
だ
し
、
も
っ
と
も
新
し
い
と
思
わ
れ
る
新
約
ギ
リ
シ
ャ
語
の
教
科
書
、
大
貫
隆
『
新
約
聖
書
ギ
リ
シ
ャ
語
入
門
』
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
四
年
な
ど
で
も
、

こ
の
ギ
リ
シ
ャ
語
動
詞
の
い
わ
ゆ
る
時
制
形
が
も
っ
て
い
る
（
とP

o
rter

が
考
え
て
い
る
）「
相
（a

sp
ect

）」
の
問
題
な
ど
に
は
全
く
ふ
れ
ら
れ
て
い
な
い
。

た
だ
し
、
大
貫
は
、
前
掲
拙
稿
「
ヨ
ハ
ネ
福
音
書
に
お
け
る
時
制
（
称
）
論
の
試
み
」
の
も
と
に
な
る
研
究
発
表
を
佐
々
木
が
行
な
っ
た
お
り
に
は
、「
興
味

深
い
」
と
評
し
た
。

三
二

前
掲
拙
稿
「
ヨ
ハ
ネ
福
音
書
に
お
け
る
時
制
（
称
）
論
の
試
み
」
で
も
若
干
ふ
れ
て
い
る
が
、
さ
ら
に
詳
し
く
は
、
拙
稿
「
新
し
い
「
文
学
批
評
」
と
ヨ

ハ
ネ
福
音
書
」
日
本
宗
教
学
会
編
『
宗
教
研
究
』
三
〇
〇
号
（
一
九
九
四
年
）、
二
一
｜
四
六
頁
、
な
ど
を
参
照
。

三
三

O
x
fo
rd

の
ヨ
ハ
ネ
福
音
書
研
究
者Jo

h
n
 
A
sh
to
n

に
よ
るR

.
B
u
ltm

a
n
n

の
ヨ
ハ
ネ
福
音
書
研
究
に
対
す
る
評
言“th

o
ro
u
g
h
n
ess

 
a
n
d
 
co
n
sis-

ten
cy th

e G
erm

a
n
s ca

ll K
on
sequ

en
z
”
(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
.45)

に
よ

る
。

三
四

た
と
え
ば
、
以
下
の
よ
う
な
新
約
聖
書
学
方
法
論
の
教
科
書
を
参
照
。W

ilh
elm

 
E
g
g
er M

eth
od
en
leh
re zu

m
 
N
eu
en
 
T
estam

en
t:
E
in
fu
h
ru
n
g

 
in
 
lin
gu
istisch

e u
n
d
 
h
istorisch

-kritish
ce M

eth
od
en

(F
reib

u
rg
/B
a
sel /W

ien
:
H
erd

er,
1990

﹇1987

﹈)

と
り
わ
け
、

12
(S
.
162

169)

を
見

よ
。

三
五

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、H
ecto

r A
v
a
lo
s,
T
h
e E

n
d
 
of B

iblical S
tu
d
ies

(A
m
h
erst,

N
ew
 
Y
o
rk
:
P
ro
m
eth

eu
s B

o
o
k
s,
2007),

p
.219

な
ど

を
参
照
。

三
六

ヨ
ハ
ネ
福
音
書
の
「
資
料
仮
説
」
に
つ
い
て
は
、
日
本
語
で
よ
め
る
概
説
的
な
も
の
と
し
て
は
以
下
の
も
の
が
あ
る
。
大
貫
隆
・
山
内
眞
監
修
『
新
版

総

説

新
約
聖
書
』
日
本
キ
リ
ス
ト
教
団
出
版
局
、
二
〇
〇
三
年
、
と
り
わ
け
一
四
二
｜
一
四
七
頁
。
杉
原
助
訳
のR

.
B
u
ltm

a
n
n

に
よ
る
ヨ
ハ
ネ
福
音
書
注

解
書
の
日
本
語
版
『
ヨ
ハ
ネ
の
福
音
書
』
日
本
キ
リ
ス
ト
教
団
出
版
局
、
二
〇
〇
五
年
、
の
冒
頭
に
あ
る
大
貫
隆
に
よ
る
「
解
説
」（
同
書
三
｜
三
九
頁
、
と

り
わ
け
三
二
｜
三
三
頁
）
を
参
照
。
い
わ
ゆ
る
「
資
料
仮
説
」
的
な
方
向
性
に
対
す
る
古
典
的
・
代
表
的
な
批
判
は
、E

.
R
u
ck
stu
h
l,
D
ie
 
literarisch

e
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E
in
h
eit d

es Joh
an
n
eseven

geliu
m
s
(F
reib

u
rg S

ch
w
eiz:

U
n
iv
ersita

tsv
erla

g
,
1987

﹇1951

﹈)

な
ど
で
あ
る
。

三
七

大
貫
隆
「
解
説
」『
ヨ
ハ
ネ
の
福
音
書
』
三
三
頁
。

三
八

R
.
M
o
rg
en
th
a
ler,

S
tatistik d

es N
etestam

en
tlich

en
 
W
ortsch

atzes
(Z
u
rich

:
G
o
tth
elf-V

erla
g
,
1982

).

三
九

N
estle-A

la
n
d
,
N
ovu

m
 
T
estam

en
tu
m
 
G
raece

(S
u
tu
ttg
a
rt:

D
eu
tsch

e B
ib
el-g

esellsch
a
ft,

1991
).

四
〇

B
ib
leW

o
rk
s7

の
情
報
は
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（h

ttp
: //w

w
w
.b
ib
lew

o
rk
s.co

m
/

）
参
照
。

四
一

N
estle-A

la
n
d
,
N
ovu

m
 
T
estam

en
tu
m
 
G
raece

(S
u
tu
ttg
a
rt:

D
eu
tsch

e B
ib
el-g

esellsch
a
ft,

2006
).

四
二

P
o
rter

も
、V

erbal A
spect

を
執
筆
す
る
さ
い
にG

R
A
M
C
O
R
D

（h
ttp
: //w

w
w
.g
ra
m
co
rd
.o
rg
/

）
と
い
う
聖
書
テ
キ
ス
ト
ソ
フ
ト
を
用
い
た
こ

と
に
前
書
き
で
ふ
れ
て
い
る
（x

ii

）。
聖
書
の
「
学
問
的
」
研
究
に
お
い
て
も
、
実
は
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
化
が
進
ん
で
久
し
い
の
で
あ
る
。

四
三

ヨ
ハ
ネ
福
音
書
以
外
の
福
音
書
や
、
そ
の
他
の
新
約
聖
書
諸
文
書
に
関
す
る
統
計
的
数
値
もB

ib
leW

o
rk
s

とN
estle-A

la
n
d

二
七
版
に
よ
る
。

四
四

若
干
苦
し
い
の
は
使
徒
言
行
録
の
扱
い
で
あ
る
。
よ
り
細
か
い
数
値
を
記
せ
ば
、
各
文
書
の
全
単
語
数
に
し
め
る
動
詞
の
割
合
は
、
マ
タ
イ
福
音
書
二
一
・

八
〇
三
％
、
マ
ル
コ
福
音
書
二
三
・
三
一
九
％
、
ル
カ
福
音
書
二
二
・
八
三
六
％
、
ヨ
ハ
ネ
福
音
書
二
三
・
〇
八
三
％
で
あ
る
。

四
五

た
と
え
ば
、
福
音
書
の
有
名
な
定
義
と
し
て
、M

a
rtin

 
K
a
h
ler

（D
er
 
sogen

an
n
te
 
h
istorisch

e
 
Jesu

s
 
u
n
d
 
d
er
 
gesch

ich
tlich

e,
biblisch

e
 

C
h
ristu

s
,
1953

た
だ
し
こ
こ
で
は
、C

.
E
.
B
ra
a
ten

に
よ
る
英
訳T

h
e
 
S
o-C

alled
 
H
istorical

 
Jesu

s
 
an
d
 
th
e
 
H
istoric

 
B
iblical

 
C
h
rist

﹇P
h
ila
d
elp
h
ia
:
F
o
rtress P

ress,
1964

﹈,p
.80 n

.11
）
の
、「
福
音
書
」
と
は
「
拡
大
さ
れ
た
導
入
部
つ
き
の
受
難
物
語
（a p

a
ssio

n
-n
a
rra

tiv
e w

ith
 

a
n ex

ten
d
ed in

tro
d
u
ctio

n

）
で
あ
る
」
と
い
う
の
が
あ
る
が
、
こ
れ
な
ど
に
比
べ
れ
ば
、
私
の
定
義
の
方
が
よ
ほ
ど
「
科
学
的
」
す
な
わ
ち
「
学
問
的

（S
cien

tific

）」
で
「
客
観
的
」
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
？

四
六

M
o
rg
en
th
a
ler,

S
tatistik d

er N
etestam

en
tlich

en
 
W
ortsch

atzes
,
S
.
7.

た
だ
し
（

）
内
は
佐
々
木
に
よ
る
補
い
。

四
七

P
o
rter,

V
erbal A

spect,
p
.106.

四
八

拙
稿
「
ヨ
ハ
ネ
福
音
書
の
時
制
（
称
）
論
の
試
み
」
二
〇
頁
。

四
九

実
は
、
あ
る
程
度
こ
の
こ
と
は
言
え
る
の
で
あ
る
。
各
福
音
書
に
お
け
る
現
在
形
の
全
動
詞
使
用
数
に
対
す
る
使
用
頻
度
は
、
マ
タ
イ
福
音
書
三
五
・
五
％
、

マ
ル
コ
福
音
書
三
七
・
〇
％
、
ル
カ
福
音
書
三
三
・
七
％
に
対
し
て
、
ヨ
ハ
ネ
福
音
書
四
一
・
八
％
な
の
で
あ
る
。P

o
rter

（V
erbal A

spect,p
.26

）
が

「
描
写
や
解
説
（d

escrip
tio
n o

r ex
p
o
sitio

n

）
の
時
制
形
だ
と
言
っ
て
い
る
現
在
形
は
、
新
約
諸
文
書
に
お
い
て
は
、
ジ
ャ
ン
ル
に
か
か
わ
ら
ず
ば
ら
つ
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き
が
多
い
。
し
か
し
、
そ
れ
は
な
ぜ
？

五
〇

拙
稿
「
ヨ
ハ
ネ
福
音
書
に
お
け
る
時
制
（
称
）
論
の
試
み
」
二
〇
頁
。

五
一

ヨ
ハ
ネ
福
音
書
が
他
の
福
音
書
と
異
な
る
こ
と
ぐ
ら
い
、D

.
F
.
S
tra
u
ss
(1808

1874)

以
来
、
い
や
も
っ
と
以
前
か
ら
誰
し
も
気
づ
い
て
い
た
こ
と
で

は
な
い
か
、
と
い
っ
た
批
判
が
聞
こ
え
そ
う
だ
。
し
か
し
、
ヨ
ハ
ネ
福
音
書
テ
キ
ス
ト
と
他
の
福
音
書
と
の
違
い
が
、
こ
の
よ
う
な
、
動
詞
の
た﹅
ん﹅
な﹅
る﹅
変﹅

化﹅
形﹅
に
つ
い
て
の
解
説
と
い
う
、
き﹅
わ﹅
め﹅
て﹅
形﹅
式﹅
的﹅
（
も
う
少
し
穏
や
か
に
言
え
ば
）
文
法
的
側
面
か
ら
確
認
さ
れ
る
こ
と
は
、
筆
者
に
は
興
味
深
い
。
そ

し
て
、
こ
の
こ
と
は
、
ヨ
ハ
ネ
福
音
書
の
「
文
学
批
評
」
に
と
っ
て
、
も
う
少
し
何
か
重
要
な
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。

五
二

議
論
が
拡
散
す
る
の
で
、
こ
れ
以
上
細
か
い
こ
と
は
述
べ
な
い
が
、
ヨ
ハ
ネ
福
音
書
と
共
観
福
音
書
の
み
な
ら
ず
、
共
観
福
音
書
間
に
お
い
て
す
ら
｜

ア

オ
リ
ス
ト
形
を
除
く
｜

各
時
制
形
の
割
合
に
は
、
顕
著
と
言
っ
て
い
い
相
違
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
ざ
っ
と
述
べ
れ
ば（
現
在
形
に
つ
い
て
は
注
四
九
、

ア
オ
リ
ス
ト
形
に
つ
い
て
は
本
文
参
照
）、
未
完
了
過
去
形
に
つ
い
て
は
、
ル
カ
と
ヨ
ハ
ネ
が
同
じ
よ
う
な
割
合
な
の
に
対
し
て
、
マ
タ
イ
が
顕
著
に
少
な
く
、

マ
ル
コ
顕
著
が
多
い（
完
了
形
に
関
し
て
は
本
文
参
照
）。
共
観
福
音
書
の
使
用
頻
度
は
似
た
り
寄
っ
た
り
で
あ
る
。
未
来
形
に
関
し
て
は
、
マ
ル
コ
と
ヨ
ハ

ネ
が
ほ
ぼ
同
じ
な
の
に
対
し
て
、
マ
タ
イ
と
ル
カ
は
多
く
、
と
り
わ
け
マ
タ
イ
が
顕
著
に
多
い
。
マ
タ
イ
は
「
期
待
の
福
音
書
」
な
の
だ
ろ
う
か
。

五
三

「
読
者
｜
応
答
批
評
（rea

d
er-resp

o
n
se
 
criticism

）」
的
に
厳
密
に
考
え
る
な
ら
、
福
音
書
の
中
で
、
あ
る
動
詞
形
を
使
う
の
が
誰
か
、「
語
り
手

（n
a
rra

to
r

）」
か
、
イ
エ
ス
な
ど
の
「
登
場
人
物
（ch

a
ra
cter

）」
か
、
あ
る
い
は
テ
キ
ス
ト
に
「
内
在
す
る
著
者
（im

p
lied a

u
th
o
r

）」
か
、「
現
実
の
著

者（rea
l a
u
th
o
r

）」か
、
と
い
っ
た
こ
と
も
検
討
し
て
、
そ
こ
か
ら
何
か
を
論
じ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
今
回
は
、
こ
と
が
ら
を
明
確
に
す
る
た
め
に
そ
う
い
っ

た
点
を
あ
ま
り
細
か
く
は
追
究
し
な
か
っ
た
。
た
だ
し
、
拙
稿
「
ヨ
ハ
ネ
福
音
書
に
お
け
る
時
制
（
称
）
論
の
試
み
」、
な
ら
び
に
拙
稿
「
新
し
い
「
文
学
批

評
」
と
ヨ
ハ
ネ
福
音
書
」
も
参
照
。

五
四

こ
れ
も
、
そ
ん
な
こ
と
は
「
編
集
史
（red

a
ctio

n criticism
,
R
ed
a
k
tio
n
sg
esch

ich
te

）」
以
来
、
自
明
な
こ
と
で
は
な
い
か
、
と
い
う
批
判
が
聞
こ

え
て
き
そ
う
で
あ
る
が
、
こ
の
点
も
注
五
一
参
照
。

五
五

P
o
rter,

Id
iom

s
,
p
.26.

五
六

P
o
rter

(V
erbal A

spect,
p
.29 et a

l.)

に
よ
れ
ば
、
現
在
形
は
「
描
写
的
あ
る
い
は
解
説
的
散
文
（d

escrip
tiv
e o
r ex

p
o
sito

ry p
ro
se

）」
で
多
く

用
い
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

五
七

拙
稿
「
ヨ
ハ
ネ
福
音
書
に
お
け
る
時
制
（
称
）
論
の
試
み
」
二
〇
頁
。
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五
八

P
o
rter,

V
erbal A

spect,
p
.105.

五
九

P
o
rter,

Id
iom

s
,
p
.26.

ibid
.

六
〇

注
五
三
参
照
。

六
一

P
o
rter,

Id
iom

s
,
p
.26.

ibid
.,
p
.26.

六
二

P
o
rter,

V
erbal A

spect,
p
.105.

六
三

た
だ
し
、
他
の
章
と
極
端
な
比
率
の
違
い
の
よ
う
な
も
の
は
見
ら
れ
ず
、
こ
の
点
で
は
、
第
二
一
章
は
、
ヨ
ハ
ネ
福
音
書
の
他
の
章
と
き
わ
だ
っ
た
相
違

を
見
せ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

六
四

ち
な
み
に
、
こ
の
動
詞
現
在
形∊ιδω

は
実
際
に
は
用
い
ら
れ
ず
、ο

ιδα

と
い
う
完
了
形
の
各
変
化
形
が
、「「
知
っ
て
い
る
」
と
い
う
現
在
の
意
味
を
表

わ
す
」な
ど
と
辞
書
に
は
書
か
れ
て
い
る
が
、P

o
rter

の
理
論
に
よ
る
な
ら
、
こ
う
い
っ
た
辞
書
の
記
述
に
も
再
考
が
必
要
な
の
か
も
し
れ
な
い
。P

o
rter,

V
erbal A

spect,
p
.253.

六
五

第
三
章
二
節
の
こ
と
で
あ
る
。
以
下
の
同
じ
表
記
に
お
い
て
も
、
章
・
節
で
あ
る
。

六
六

P
o
rter,

Id
iom

s
,
p
.22.

六
七

ibid
.

六
八

こ
れ
ら
の
動
詞
が
、
ヨ
ハ
ネ
福
音
書
の
釈
義
上
重
要
な
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
こ
こ
の
参
照
箇
所
を
を
あ
げ
る
と
き
り
が
な
い
ほ
ど
、
ど
ん
な
注
解
書
の

類
を
見
て
も
書
か
れ
て
あ
る
こ
と
で
あ
る
。

六
九

拙
稿
「
ヨ
ハ
ネ
福
音
書
に
お
け
る
時
制
（
称
）
論
の
試
み
」
二
一
頁
。

七
〇

P
o
rter,

Id
iom

s
,
p
.42.

七
一

本
文
五
｜
六
頁
を
参
照
。

七
二

拙
稿
「
ヨ
ハ
ネ
福
音
書
に
お
け
る
時
制
（
称
）
論
の
試
み
」
二
一
｜
二
二
頁
。

七
三

H
.
W
ein
rich

,
T
em
pu
s.
B
esproch

en
e u

n
d
 
erzah

lte
 
W
elt

(S
tu
ttg
a
rt etc.:

V
erla

g W
.
K
o
h
lh
a
m
m
er,

1977

﹇1964

﹈),S
.
288

293.

脇
阪

豊
・
大
瀧
敏
夫
・
竹
島
俊
之
・
原
野
昇
共
訳
『
時
制
論
』
紀
伊
國
屋
書
店
、
一
九
八
二
年
、
四
一
一
｜
四
一
八
頁
。
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、P

o
rter

は
こ
の

W
ein
rich

の
著
作
に
か
な
り
詳
し
く
ふ
れ
て
い
る
（P

o
rter,

V
ebal A

spect,
p
.73

）。W
ein
rich

は
、
ギ
リ
シ
ャ
語
の
い
わ
ゆ
る
「
時
制
形
」
に
お
い
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て
も
、
い
わ
ば
客﹅
観﹅
的﹅
な
時
間
を
表
わ
す
側
面
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
あ
る
程
度
維
持
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、P

o
rter

は
そ
れ
を
完
全
に
否
定
し
て
い
る

点
に
お
い
て
異
な
る
。P

o
rter

は
、W

ein
rich

が
実
際
の
と
こ
ろ
論
じ
て
い
る
の
は
、a
sp
ect

で
は
な
く
、A

k
tio
n
sa
rt

（
こ
れ
も
「
相
」
と
訳
さ
れ
る

場
合
も
あ
る
）だ
と
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
論
点
を
め
ぐ
る
研
究
史
に
つ
い
て
は
、
注
二
九
で
あ
げ
たP

o
rter

の
著
作
の
箇
所
を
参
照
。
た
だ
し
、P

o
rter

に
よ
れ
ば
、「A

k
tio
n
sa
rt

の
理
論
は
、
ギ
リ
シ
ャ
語
動
詞
の
時
制
〔
形
〕
は
、
あ
る
行
為
が
客﹅
観﹅
的﹅
に
ど
の
よ
う
に
し
て
生
じ
る
の
か
と
い
う
こ
と
を
伝
え

る
た
め
に
用
い
ら
れ
る
、
と
い
う
こ
と
を
前
提
と
し
て
い
る
」（〔

〕
内
は
佐
々
木
に
よ
る
補
い
、
傍
点
は
佐
々
木
に
よ
る
強
調
、
全
体
は
著
者
自
身
に
よ

る
イ
タ
リ
ッ
ク
）（P

o
rter,

Id
iom

s
,
p
.27

）。
つ
ま
り
、P

o
rter

に
よ
れ
ば
、a

sp
ect

とA
k
tio
n
sa
rt

は
同
じ
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

七
四

P
o
rter,

V
erbal A

spect,
p
p
.441f.

七
五

P
o
rter,

Id
iom

s
,
p
.25.

id
em
,
V
erbal A

spect,
C
h
.
10
(p
p
.441

478).

七
六

P
o
rter,

Id
iom

s
,
p
.25.

七
七

拙
稿
「
ヨ
ハ
ネ
福
音
書
に
お
け
る
繫
辞
の
使
用
と
そ
の
思
想
」
北
海
道
基
督
教
学
会
編
『
基
督
教
学
』
第
二
一
号
（
一
九
八
六
年
）、
一
｜
二
九
頁
、
同
「「
初

め
に
」
あ
る
の
は
何
で
あ
る
の
か
｜

ヨ
ハ
ネ
福
音
書
を
読
む
｜

」北
海
道
基
督
教
学
会
編
『
基
督
教
学
』
第
四
十
二
号
（
二
〇
〇
七
年
）、
一
｜
三
二
頁
、

参
照
。
し
か
し
、
こ
の
点
で
も
、
本
文
一
五
頁
に
記
し
た
よ
う
な
、
使
用
さ
れ
て
い
る
動
詞
総
数
の
割
合
が
四
つ
の
福
音
書
で
ほ
ぼ
一
致
す
る
の
は
、
奇
妙

で
あ
る
。
つ
ま
り
、
使
わ
れ
て
い
る
動
詞
の
種
類
が
、
少
な
く
と
も
ヨ
ハ
ネ
に
お
い
て
は∊ιμ

ι

と
そ
の
変
化
形
が
突
出
し
て
多
い
、
と
い
っ
た
よ
う
に
、
大

い
に
違
う
は
ず
で
あ
る
の
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

七
八

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
es
 
D
u
alism

u
s
,
(N
eu
k
irch

en
-V
lu
y
n
:
N
eu
k
irch

en
er V

erla
g
,
1984),

S
.
49.

七
九

拙
稿
「
ヨ
ハ
ネ
福
音
書
に
お
け
る
時
制
（
称
）
論
の
試
み
」
二
二
頁
。

八
〇

三
節
の
終
わ
り
か
ら
四
節
の
冒
頭
に
か
け
て
、
本
文
批
判
上
の
い
く
ぶ
ん
厄
介
な
問
題
が
あ
る
の
だ
が
、
本
稿
の
論
旨
に
は
本
質
的
な
関
連
を
持
た
な
い

異
読
と
思
わ
れ
る
の
で
、
こ
こ
で
そ
れ
を
論
じ
る
こ
と
は
割
愛
す
る
。

八
一

ち
な
み
に
、
セ
プ
ト
ゥ
ア
ギ
ン
タ
の
創
世
記
の
は
じ
ま
り
は
、∊ν

α
ρχ

∊π
ο
ιη
σ
∊ν

ο
θ∊ο

ϛ
το
ν
ο
υ
ρα
νο
ν
κ
α
ι
τη
ν
γ
η
ν
...

で
あ
る
。

八
二

拙
稿
「
ヨ
ハ
ネ
福
音
書
に
お
け
る
繫
辞
の
使
用
と
そ
の
思
想
」
参
照
。

八
三

土
戸
清
『
ヨ
ハ
ネ
福
音
書
の
こ
こ
ろ
と
思
想
【
１
】』
教
文
館
、
二
〇
〇
一
年
、
四
一
｜
四
二
頁
。
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八
四

大
貫
隆
『
世
の
光
イ
エ
ス
』（
福
音
書
の
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
④
ヨ
ハ
ネ
福
音
書
）
講
談
社
、
一
九
八
四
年
、
五
八
｜
五
九
頁
。

八
五

同
、
五
九
頁
。

八
六

P
o
rter,

V
erbal A

spect,p
.102.P

o
rter

に
よ
れ
ば
、
日
本
語
訳
で
は
読
み
取
り
づ
ら
い
が
、
こ
の
部
分
で
は
、「
指
呼
詞
（d

eictic

）」
だ
け
で
な
く
、

∊ν
α
ρχ

η
ν
ο
λ
ο
γ
ο
ϛ
,
κ
α
ι
ο
λ
ο
γ
ο
ϛ
η
ν
π
ρο
ϛ
το
ν
θ∊ο

ν
,
κ
α
ι
θ∊ο

ϛ
η
ν
ο
λ
ο
γ
ο
ϛ
...

の
よ
う
に
、
Ａ
｜
Ｂ
↓
Ｂ
｜
Ｃ
↓
Ｃ
｜
Ｄ
…
と
い
っ
た
い

わ
ば
鎖
状
の
叙
述
構
造
も
、
こ
の
箇
所
が
ず
っ
と
「
は
じ
め
に∊ν

α
ρχ

」
に
支
配
さ
れ
、
全
体
と
し
て
過
去
の
出
来
事
の
描
写
で
あ
る
理
由
と
さ
れ
て
い

る
。P

o
rter

は
、
こ
の
よ
う
な
テ
キ
ス
ト
の
特
性
を“d

isco
u
rse d

eix
is”

な
い
し“tex

t d
eix

is”

と
呼
ん
で
い
る
（ibid

.,
p
p
.101f.

）。

八
七

大
貫
隆
『
世
の
光
イ
エ
ス
』
五
九
頁
。

八
八

い
わ
ゆ
る
「
現
在
」
形
の
動
詞
の
話
を
持
ち
出
さ
な
く
と
も
、
ヨ
ハ
ネ
福
音
書
に
お
い
て
は
、（
内
在
す
る
）
著
者
が
、
な
ん
ら
か
の
仕
方
で
時
間
に
こ
だ

わ
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、P

o
rter

が
い
う
と
こ
ろ
の
、
テ
キ
ス
ト
に
お
け
る
「
指
呼
（d

eix
is

）」
を
引
き
合
い
に
だ
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
何
ご
と
か
を

論
じ
う
る
か
も
し
れ
な
い
。「
今νυ

ν
」
や
「
す
で
にη

δη

」
と
い
っ
た
時
間
を
示
す
、
ま
さ
し
く
「
指
呼
詞
（d

eictic

）」
が
、
新
約
聖
書
中
の
文
書
の
な

か
で
は
、
ヨ
ハ
ネ
福
音
書
に
お
い
て
き
わ
だ
っ
て
多
く
用
い
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
拙
稿
「
ヨ
ハ
ネ
福
音
書
に
お
け
る
時
制
（
称
）
論
の
試
み
」、
な
ら

び
に
拙
稿
「
ヨ
ハ
ネ
福
音
書
に
お
け
る
い
く
つ
か
の
文
体
的
特
徴
の
統
合
的
把
握
の
試
み
」
日
本
新
約
学
会
編
『
新
約
学
研
究
』
第
一
九
号
、
一
九
九
一
年
、

二
五
｜
四
二
頁
も
参
照
。

八
九

と
こ
ろ
で
、
こ
の
ヨ
ハ
ネ
福
音
書
の
プ
ロ
ロ
ー
グ
に
お
い
て
、
土
戸
や
大
貫
の
よ
う
に
動
詞φ

α
ιν∊ι

の
、
現
在
と
い
う
「
時
制
」
を
強
調
す
る
解
釈
は
、

い
つ
ご
ろ
か
ら
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
た
と
え
ば
、
古
代
の
教
父
な
ど
に
も
見
ら
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
点
を
詮
索
す
る
こ
と
は
、P

o
rter

の
理
論
を
検

証
す
る
う
え
で
も
重
要
な
意
味
合
い
を
も
つ
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
、
試
み
に
、
エ
イ
レ
ナ
イ
オ
ス
（
一
三
〇
年
頃
｜
二
〇
〇
年
頃
）
と
オ
リ
ゲ
ネ
ス
（
一
八

四
／
五
年
｜
二
五
三
／
四
年
）
に
つ
い
て
調
べ
て
み
た
。
す
る
と
｜

少
な
く
と
も
私
に
と
っ
て
は
｜

興
味
深
い
事
実
が
出
て
く
る
。
ま
ず
、
エ
イ
レ
ナ

イ
オ
ス
の
『
対
異
端
駁
論
』
で
は
、
ヨ
ハ
ネ
福
音
書
の
プ
ロ
ロ
ー
グ
（
第
一
章
一
｜
一
八
節
）
に
非
常
に
多
く
言
及
さ
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
（
拙
稿

「「
初
め
に
」あ
る
の
は
何
で
あ
る
の
か
｜

ヨ
ハ
ネ
福
音
書
を
読
む
｜

」参
照
）、
こ
の
現
在
形
が
現
わ
れ
る
五
節
を
引
用
し
て
い
る
の
は
、
第
三
巻
一
一
・

一
の
一
箇
所
だ
け
で
あ
り
、
こ
の
現
在
形
が
何
か
エ
イ
レ
ナ
イ
オ
ス
の
ヨ
ハ
ネ
福
音
書
プ
ロ
ロ
ー
グ
解
釈
に
お
い
て
強
調
さ
れ
て
い
る
形
跡
は
な
い
。
オ
リ

ゲ
ネ
ス
は
、『
ヨ
ハ
ネ
福
音
書
注
解
』
の
第
二
巻
二
二
六
、
二
二
七
で
こ
の
五
節
を
引
用
し
て
い
る
が
、
こ
の
現
在
形φ

α
ιν∊ι

を
ど
う
扱
う
か
（
つ
ま
り
、

い
わ
ゆ
る
客
観
的
「
時
制
」
と
し
て
「
現
在
」
の
こ
と
を
言
っ
て
い
る
と
翻
訳
す
る
か
ど
う
か
）
と
い
う
こ
と
が
、
こ
の
箇
所
で
オ
リ
ゲ
ネ
ス
が
言
わ
ん
と
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し
て
い
る
こ
と
の
理
解
に
も
深
く
か
か
わ
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
詳
細
な
検
討
は
別
な
機
会
に
譲
り
た
い
。
テ
キ
ス
ト
は
そ
れ
ぞ
れ
、Iren

ee
 

d
e L

io
n
,
C
on
tre les h

eresies
(S
o
u
rces C

h
retien

n
es N

211)
(P
a
ris:

L
E
S É

D
IT
IO
N
S D

U
 
C
E
R
F
,
2002),

L
iv
re III,

to
m
e 2,

p
p
.138

143.

O
rig
en
e,
C
om
m
en
taire su

r S
.
Jean

(S
o
u
rces C

h
ertien

n
es N

120)
(P
a
ris:

L
E
S É

D
IT
IO
N
S D

U
 
C
E
R
F
,
1966),

T
o
m
e I,

p
.362f.

九
〇

S
.
E
.
P
o
rter,

“R
ea
d
er-R

esp
o
n
se C

riticism
 
a
n
d N

ew
 
T
esta

m
en
t S

tu
d
y
:
A
 
R
esp

o
n
se to A

.
C
.
T
h
ieselto

n
’s N

ew
 
H
orizon

s in
 

H
erm

en
eu
tics

,”
L
iteratu

re an
d
 
T
h
eology 8

(1994),
p
p
.94

102.
id
em
,
“W

h
y H

a
sn
’t R

ea
d
er-R

esp
o
n
se C

riticism
 
C
a
u
g
h
t o
n in N

ew
 

T
esta

m
en
t S

tu
d
ies?”

Jou
rn
al of L

iteratu
re an

d
 
T
h
eology 4

(1990),
p
p
.278

292.

九
一

こ
れ
ら
の
「
読
者
」
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
新
し
い
「
文
学
批
評
」
と
ヨ
ハ
ネ
福
音
書
」
な
ど
を
参
照
。

九
二

S
y
stem

ic lin
g
u
istics

に
つ
い
て
は
、P

o
rter,

V
ebal A

spect,
p
p
.1

16.

九
三

P
o
rter

は
、V

erbal A
spec

の
方
法
論
を
論
じ
た
個
所（P
o
rter,

V
erbal A

spect,
p
p
.3f.

）で
、T

h
o
m
a
s S
.K
u
h
n
,T
h
e S
tru
ctu
re of S

cien
tific

 
R
evolu

tion
(C
h
ica
g
o
:
C
h
ica
g
o U

n
iv
ersity P

ress,
1970

）、
中
山
茂
訳
『
科
学
革
命
の
構
造
』
み
す
ず
書
房
、
一
九
七
一
年
、
ま
で
持
ち
出
し
て
、

学
問
（
言
語
学
の
み
な
ら
ず
神
学
も

）
に
お
け
る
「
パ
ラ
ダ
イ
ム
転
換
」
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
。

（
二
〇
〇
八
年
十
一
月
十
四
日
）
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