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ネ
伝
十
章
「
羊
飼
い
の
警
え
」

つ
い
て
の
一
省
察

竹
島

俊
之

川
ま
ず
本
論
を
進
め
て
い
く
上
で
必
要
な
関
係
箇
所
を
引
用
し
て
お

こ'つ。十
章
ま
と
と
に
、
ま
こ
と
に
、
あ
な
た
方
に
言
う
、
門
を
通
っ
て
羊

小
屋
に
入
ら
ず
、
あ
ら
ゆ
る
所
か
ら
登
っ
て
く
る
人
、
そ
の
人
は
泥
棒

で
あ
り
、
盗
賊
で
あ
る
。
ニ
門
を
通
っ
て
入
っ
て
来
る
人
は
羊
飼
い
で

あ
る
。
三
門
番
は
彼
に
戸
を
開
け
て
や
り
、
羊
は
彼
の
声
を
聞
く
。
彼

は
自
分
の
羊
を
名
で
呼
び
、
外
に
連
れ
出
す
。
四
自
分
の
す
べ
て
の
羊

を
外
に
出
し
た
と
き
、
彼
ら
の
先
頭
に
立
っ
て
進
ん
で
行
き
、
羊
は
彼

に
つ
い
て
行
く
。
彼
の
声
を
知
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
五
よ
そ
者
に

は
決
し
て
つ
い
て
行
か
ず
、
彼
か
ら
逃
げ
て
行
く
。
よ
そ
者
の
声
を
知

ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
六
こ
の
醤
え
を
彼
ら
に
語
っ
た
。
し
か
し
、
彼

ら
は
彼
が
何
を
言
お
う
と
さ
れ
た
の
か
分
か
ら
な
か
っ
た
。
七
ふ
た
た

び
彼
ら
に
い
わ
れ
た
。
ま
こ
と
に
、
ま
こ
と
に
あ
な
た
方
に
言
う
。
私

は
羊
の
円
で
あ
る
。
八
私
よ
り
前
に
来
た
者
た
ち
は
皆
盗
人
で
あ
り
、

盗
賊
で
あ
る
。
羊
た
ち
は
彼
の
声
を
聞
か
な
か
っ
た
。
私
は
円
で
あ
る
。

私
を
通
っ
て
入
る
人
は
救
わ
れ
、
出
入
り
し
、
牧
草
を
見
つ
け
る
だ
ろ

う
。
十
一
私
は
良
き
羊
飼
い
で
あ
る
。
良
き
羊
飼
い
は
自
分
の
命
を
羊

の
た
め
に
捧
げ
る
。
十
ニ
雇
い
人
は
羊
飼
い
で
は
な
く
、
羊
は
彼
の
も

の
で
は
な
い
。
彼
は
狼
が
来
る
の
を
見
て
、
羊
を
見
放
し
て
逃
げ
る
。

そ
し
て
狼
は
そ
れ
を
襲
い
そ
し
て
追
い
散
ら
す
。
十
三
彼
は
雇
い
人
で

あ
り
、
羊
を
気
に
か
け
な
い
か
ら
で
あ
る
。
十
四
私
は
良
き
羊
飼
い
で

あ
り
、
そ
し
て
私
の
羊
を
知
っ
て
い
る
し
、
私
の
羊
は
私
を
知
っ
て
い

る
。
十
五
父
が
払
を
知
っ
て
い
る
よ
う
に
私
も
父
を
知
っ
て
い
る
。
そ

し
て
私
の
命
を
羊
に
捧
げ
る
。
十
六
私
に
は
こ
の
羊
小
屋
か
ら
で
は
な

い
他
の
羊
も
い
る
。
私
は
そ
れ
も
導
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
羊
も
私

の
声
を
聞
く
だ
ろ
う
し
、
そ
し
て
一
つ
の
羊
の
群
れ
に
な
る
だ
ろ
う
し
、

一
人
の
羊
飼
い
と
な
る
だ
ろ
う
。
十
七
こ
の
た
め
に
父
は
私
を
愛
す
る

の
で
あ
る
。
私
が
命
を
捧
げ
、
ま
た
取
り
あ
げ
る
た
め
に
。
十
八
誰
も

私
か
ら
命
を
取
り
あ
げ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
私
が
自
分
か
ら
そ
れ
を

捨
て
る
の
で
あ
る
。
私
に
は
そ
れ
を
捨
て
る
力
が
あ
り
、
そ
れ
を
ま
た

取
る
力
が
あ
る
。
こ
の
命
令
は
私
が
父
か
ら
受
け
た
も
の
な
の
だ
。
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凶
「
私
の
声
を
聞
い
て
一
つ
の
群
、
一
人
の
羊
飼
い
と
な
る
-
こ
れ
が
キ

リ
ス
ト
教
に
と
っ
て
重
要
な
概
念
で
あ
る
こ
と
は
イ
エ
ス
の
死
を
予
言

す
る
司
祭
長
の
言
葉
お
よ
び
そ
れ
に
続
く
次
の
言
葉
に
よ
っ
て
明
瞭
に

示
さ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

十
一
章
四
九
彼
ら
の
一
人
、
そ
の
年
の
司
祭
長
で
あ
っ
た
カ
イ
ア
パ

ス
が
彼
ら
に
言
っ
た
。
何
も
分
か
っ
て
い
な
い
の
だ
な
。
五
O

一
人
の

人
が
国
民
の
た
め
に
死
に
、
民
族
全
体
が
滅
び
な
い
方
が
あ
な
た
た
ち

に
と
っ
て
利
益
に
な
る
こ
と
を
よ
く
よ
く
考
え
て
い
な
い
の
だ
。
五
一

こ
の
こ
と
は
彼
自
ら
が
言
っ
た
の
で
は
な
く
て
、
そ
の
年
の
司
祭
長
だ

っ
た
の
で
、
イ
エ
ス
が
こ
の
民
族
の
た
め
に
死
の
う
と
し
て
い
る
こ
と

を
予
言
し
た
の
だ
っ
た
。
五
ニ
そ
し
て
こ
の
民
族
の
た
め
だ
け
で
な
く
、

散
ら
ば
っ
て
い
る
神
の
子
を
一
つ
に
集
め
る
た
め
だ
っ
た
。

間
ポ
リ
ユ
ピ
オ
ス
『
世
界
史
』
を
翻
訳
し
て
い
て
、
聖
書
の
こ
の
箇
所

を
ま
ざ
ま
ざ
と
思
い
出
す
文
章
を
見
出
し
た
の
で
そ
れ
を
紹
介
し
て
お

こ切っ。
十
二
巻

E
ア
フ
リ
カ
と
コ
ル
シ
カ
島
に
か
ん
す
る

f
ア
ィ
マ
イ
オ
ス
の
間
違
い

三
そ
の
土
地
の
肥
沃
さ
は
誰
も
が
驚
く
で
あ
ろ
う
。
ニ
テ
ィ
マ
イ
オ
ス

は
リ
ビ
ア
に
つ
い
て
無
知
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
幼
稚
で
あ
り
、
非
論

理
的
で
、
リ
ビ
ア
は
す
べ
て
砂
地
で
乾
燥
し
て
い
て
不
毛
で
あ
る
と
い

う
わ
れ
わ
れ
が
受
け
継
い
で
い
る
古
く
か
ら
の
風
説
に
す
っ
か
り
と
ら

わ
れ
て
い
る
。
三
同
じ
こ
と
は
動
物
に
つ
い
て
も
言
え
る
。
そ
の
土
地

の
馬
、
牛
、
羊
、
そ
れ
ら
に
加
え
て
山
羊
の
数
量
は
と
て
つ
も
な
い
も

の
で
あ
っ
て
、
世
界
で
こ
こ
以
外
に
こ
れ
ほ
ど
の
土
地
を
見
つ
け
る
こ

と
が
で
き
る
か
ど
う
か
分
か
ら
な
い
ほ
ど
で
あ
る
。
四
リ
ビ
ア
の
民
族

の
多
く
は
耕
作
す
る
日
々
の
穀
類
だ
け
で
な
く
、
家
畜
の
肉
で
家
畜
と

共
に
生
計
を
立
て
て
い
る
。
五
象
、
ラ
イ
オ
ン
、
ヒ
ョ
ウ
の
力
に
つ
い

て
、
ま
た
カ
モ
シ
カ
の
美
し
さ
、
ダ
チ
ョ
ウ
の
大
き
さ
に
つ
い
て
誰
か

耳
に
し
た
こ
と
が
な
い
人
が
い
る
だ
ろ
う
か
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
は
そ
う

し
た
動
物
は
一
頭
も
い
な
い
が
リ
ビ
ア
は
そ
れ
ら
の
動
物
で
あ
ふ
れ
で

い
る
の
で
あ
る
。
六
テ
ィ
マ
イ
オ
ス
は
わ
ざ
と
で
あ
る
か
の
よ
う
に
そ

れ
ら
に
は
な
に
も
触
れ
ず
真
実
と
は
反
対
の
こ
と
を
説
明
し
て
い
る
。

七
テ
ィ
マ
イ
オ
ス
は
リ
ビ
ア
の
事
柄
に
か
ん
し
て
思
い
つ
き
で
書
い

て
い
る
よ
う
に
、
キ
ユ
ル
ノ
ス
と
呼
ば
れ
る
島
(
コ
ル
シ
カ
島
)
に
つ

い
て
も
同
じ
よ
う
に
記
述
し
て
い
る
。
八
す
な
わ
ち
、
第
二
巻
で
そ
れ

に
つ
い
て
言
及
し
な
が
ら
そ
の
島
に
は
野
生
の
山
羊
、
羊
、
野
生
の
牛

が
た
く
さ
ん
い
る
、
さ
ら
に
は
鹿
、
兎
、
狼
そ
の
他
の
動
物
も
い
て
人
々

は
そ
れ
ら
の
狩
を
し
て
時
を
過
ご
し
、
こ
う
し
た
こ
と
で
全
人
生
を
送

る
と
言
う
。
九
し
か
し
こ
の
島
に
は
野
生
の
山
羊
あ
る
い
は
牛
は
い
な
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い
し
、
野
兎
も
狼
も
鹿
も
、
お
よ
そ
こ
う
し
た
類
の
動
物
は
い
な
い
、

狐
や
飼
い
兎
や
野
生
の
羊
以
外
は
。
十
飼
い
兎
は
遠
く
か
ら
は
小
さ
な

野
兎
の
よ
う
に
見
え
る
、
し
か
し
手
に
と
っ
て
見
る
と
大
き
さ
と
食
べ

物
で
大
き
な
違
い
が
あ
る
こ
と
に
す
ぐ
気
づ
く
。
そ
れ
は
た
い
て
い
地

下
で
過
ご
し
て
い
る
。

四
こ
の
島
の
す
べ
て
の
動
物
は
次
の
よ
う
な
理
由
で
野
生
の
よ
う
に

見
え
る
の
で
あ
る
。
牧
人
は
こ
の
島
が
密
林
で
覆
わ
れ
、
急
傾
斜
で
、

で
こ
ぼ
乙
で
あ
る
た
め
に
家
畜
に
つ
い
て
牧
草
地
に
行
く
こ
と
が
で
き

な
い
。
そ
こ
で
集
め
よ
う
と
思
っ
た
と
き
に
は
、
適
当
な
場
所
に
立
っ

て
、
ラ
ッ
パ
で
動
物
を
呼
び
集
め
る
。
動
物
は
す
べ
て
間
違
わ
ず
に
自

分
の
ラ
ッ
パ
の
ほ
う
へ
走
り
集
っ
て
く
る
。
三
誰
か
が
こ
の
島
に
上
陸

し
て
山
羊
あ
る
い
は
牛
が
一
人
で
草
を
食
ん
で
い
る
の
を
見
て
、
捕
ま

え
よ
う
と
す
る
と
、
動
物
は
慣
れ
て
い
な
い
の
で
近
づ
い
て
来
ず
、
逃

げ
て
行
く
。
四
彼
ら
が
上
陸
す
る
の
を
見
る
と
牧
人
は
ラ
ッ
パ
を
吹
く
、

す
る
と
家
畜
は
ま
っ
し
ぐ
ら
に
走
っ
て
行
き
、
ラ
ッ
パ
に
集
る
。
そ
こ

で
こ
れ
は
野
生
だ
と
い
う
印
象
を
与
え
、
そ
れ
に
よ
り
テ
ィ
マ
イ
オ
ス

は
不
十
分
で
、
片
手
間
の
調
査
に
基
づ
い
て
、
こ
の
で
た
ら
め
の
説
明

を
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
五
動
物
が
ラ
ッ
パ
に
従
う
こ
と
は
何
も
不
思

議
な
こ
と
で
は
な
い
。
イ
タ
リ
ア
で
も
豚
を
飼
う
場
合
に
同
様
の
や
り

方
を
す
る
。
六
す
な
わ
ち
、
豚
飼
い
た
ち
は
ギ
リ
シ
ャ
人
が
そ
う
す
る

よ
う
に
、
家
畜
の
す
ぐ
後
か
ら
つ
い
て
行
く
の
で
は
な
く
、
角
笛
を
吹

き
な
が
ら
距
離
を
と
っ
て
先
を
歩
き
、
家
畜
は
そ
の
後
を
つ
い
て
行
く
、

そ
し
て
声
の
方
へ
集
ま
っ
て
行
く
。
七
羊
は
は
じ
め
て
聞
く
人
が
驚
き
、

信
じ
ら
れ
な
く
思
う
ほ
ど
に
自
分
の
羊
飼
い
の
角
笛
の
調
べ
に
慣
れ
る
。

八
そ
し
て
働
き
手
が
多
い
こ
と
と
、
問
料
が
豊
富
な
た
め
に
、
イ
タ
リ

ア
で
は
と
く
に
エ
ト
ル
リ
ア
人
と
ガ
リ
ア
人
の
問
で
は
豚
の
群
れ
は
非

常
に
大
き
く
、
一
頭
の
雌
豚
が
千
頭
の
豚
を
、
と
き
に
は
そ
れ
以
上
を

育
て
上
げ
る
。
九
そ
れ
ゆ
え
に
彼
ら
は
豚
を
夜
を
過
ご
し
た
場
所
か
ら

品
種
と
生
育
年
を
見
な
が
ら
引
き
出
し
て
い
く
の
で
あ
る
。
十
次
ぎ
に

同
じ
場
所
に
そ
れ
ら
が
駆
り
立
て
ら
れ
、
一
つ
の
集
団
が
形
成
さ
れ
た

と
き
、
そ
の
区
別
は
保
た
れ
ず
、
ど
れ
を
駆
り
た
て
よ
う
か
、
ど
れ
に

餌
を
与
え
よ
う
か
、
ど
れ
を
牛
舎
に
連
れ
戻
そ
う
か
と
い
う
こ
と
に
よ

っ
て
交
じ
り
合
っ
て
し
ま
う
。
十
一
こ
の
こ
と
か
ら
、
こ
う
な
っ
た
と
き
、

苦
労
せ
ず
に
区
別
す
る
た
め
に
、
角
笛
に
よ
る
方
法
を
考
え
出
し
た
の

で
あ
る
。
十
二
す
な
わ
ち
、
あ
る
豚
の
群
れ
が
角
笛
に
合
わ
せ
て
あ
る

方
向
に
向
か
い
、
別
の
群
れ
が
異
な
る
方
向
に
向
き
を
変
え
る
と
き
、

自
分
の
角
笛
の
音
に
合
わ
せ
て
非
常
に
て
き
ぱ
き
と
行
動
す
る
の
で
、

ど
ん
な
手
段
に
よ
っ
て
も
そ
れ
を
引
き
戻
し
た
り
、
コ
ー
ス
を
匝
止
し

た
り
で
き
な
い
ほ
ど
な
の
で
あ
る
。
十
三
そ
れ
に
反
し
て
ギ
リ
シ
ャ
で

は
、
ド
ン
グ
リ
を
探
し
て
森
の
茂
み
の
中
で
た
が
い
に
落
ち
合
う
と
、

多
く
の
働
き
手
を
持
つ
人
、
良
い
機
会
に
め
ぐ
ま
れ
た
人
が
近
く
に
い

る
豚
を
自
分
の
群
れ
に
つ
け
加
え
て
連
れ
て
い
く
。
十
四
あ
る
と
き
は
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盗
賊
が
待
ち
伏
せ
し
て
い
て
、
連
れ
歩
い
て
い
る
牧
人
が
い
つ
い
な
く

な
っ
た
の
か
気
づ
か
な
い
う
ち
に
追
い
立
て
て
し
ま
う
、
ド
ン
グ
リ
が

降
り
注
ぎ
は
じ
め
る
と
、
家
畜
の
群
れ
は
そ
れ
を
求
め
て
競
い
合
い
、

連
れ
て
歩
く
人
か
ら
遠
く
に
離
れ
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。

凶
こ
こ
で
旧
約
聖
書
で
は
「
羊
」
、
「
羊
の
群
」
お
よ
び
「
羊
飼
い
」

が
ど
の
よ
う
な
概
念
で
用
い
ら
れ
て
い
る
か
を
調
べ
て
み
よ
う
。

エ
ゼ
キ
エ
ル
書
三
四
章

主
の
言
葉
が
私
に
臨
ん
で
言
う
。
人
の
子
よ
、
イ
ス
ラ
エ
ル
の
羊
飼

い
に
予
言
せ
よ
。
予
言
せ
よ
、
そ
し
て
言
え
、
羊
飼
い
た
ち
に
。
主
の

主
は
次
の
よ
う
に
言
う
。
お
』
、
イ
ス
ラ
エ
ル
の
羊
飼
い
た
ち
ょ
、
羊

飼
い
た
ち
は
自
分
た
ち
を
養
わ
な
い
の
か
。
羊
飼
い
た
ち
は
羊
を
養
わ

な
い
の
か
。
三
あ
な
た
方
は
乳
を
飲
み
そ
し
て
羊
毛
を
身
に
ま
と
う
。

あ
な
た
方
は
肥
っ
た
の
を
屠
り
、
私
の
羊
を
養
わ
ず
、
弱
っ
て
い
る
も

の
を
元
気
づ
け
ず
、
病
気
の
も
の
を
強
く
せ
ず
、
砕
か
れ
た
も
の
に
包

帯
を
せ
ず
、
迷
っ
た
も
の
を
連
れ
戻
さ
ず
、
い
な
く
な
っ
た
も
の
を
探

さ
ず
、
強
き
も
の
を
苦
労
を
強
い
て
押
さ
え
つ
け
た
。
私
の
羊
は
羊
飼

い
が
い
な
い
た
め
に
散
ら
さ
れ
て
、
そ
し
て
野
の
す
べ
て
の
動
物
の
餌

食
と
な
っ
た
。
六
私
の
羊
は
す
べ
て
の
山
の
中
で
、
す
べ
て
の
高
い
丘

の
上
で
散
ら
さ
れ
た
。
そ
し
て
す
べ
て
の
地
の
前
面
で
散
ら
さ
れ
た
。

探
し
出
そ
う
と
す
る
人
も
、
呼
び
戻
そ
う
と
す
る
人
も
い
な
か
っ
た
。

七
こ
の
た
め
に
、
羊
飼
い
た
ち
よ
、
主
の
声
を
聞
け
。
八
私
は
生
き
て

い
る
。
主
の
主
は
言
う
。
私
の
羊
は
羊
飼
い
が
い
な
い
た
め
に
糧
食
と

な
る
代
わ
り
に
野
の
す
べ
て
の
野
獣
の
餌
食
と
な
っ
た
。
そ
し
て
羊
飼

い
た
ち
は
私
の
羊
を
探
さ
な
か
っ
た
。
羊
飼
い
た
ち
は
自
分
を
養
っ
た

が
私
の
羊
は
養
わ
な
か
っ
た
。
九
そ
れ
ゆ
え
、
羊
飼
い
た
ち
ょ
、
十
主

の
主
は
次
の
よ
う
に
言
う
。
見
よ
、
私
は
羊
飼
い
た
ち
に
臨
み
、
私
の

羊
を
彼
ら
の
手
か
ら
返
し
て
も
ら
お
う
、
そ
し
て
私
の
羊
を
飼
う
こ
と

か
ら
彼
ら
を
追
い
払
お
ラ
。
そ
し
て
羊
飼
い
た
ち
は
も
は
や
そ
れ
を
飼

わ
な
い
だ
ろ
う
。
彼
ら
の
口
か
ら
私
の
羊
を
取
り
去
ろ
う
。
そ
し
て
そ

れ
は
彼
ら
の
食
べ
物
に
は
も
は
や
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
十
一
そ
れ
ゆ
え

主
は
次
の
よ
う
に
言
う
。
見
よ
、
私
は
私
の
羊
を
探
し
出
そ
う
。
そ
し

て
私
は
そ
れ
を
心
に
か
け
よ
う
。
十
ニ
羊
飼
い
が
自
分
の
羊
の
群
を
ば

ら
ば
ら
に
な
っ
た
羊
の
真
中
に
暗
闇
と
雲
が
か
か
っ
て
い
る
日
に
探
す

よ
う
に
、
そ
の
よ
う
に
私
は
私
の
羊
を
探
そ
う
、
そ
し
て
雲
と
暗
閣
の

日
に
散
ら
ば
さ
れ
た
あ
ら
ゆ
る
場
所
か
ら
そ
れ
を
遠
ざ
け
よ
う
。
十
一
ニ

も
ろ
も
ろ
の
民
か
ら
そ
れ
を
連
れ
出
し
、
そ
れ
を
さ
ま
ざ
ま
な
地
方
か

ら
集
め
、
そ
れ
を
彼
ら
の
地
に
導
き
入
れ
、
そ
し
て
イ
ス
ラ
エ
ル
の
山

で
、
そ
し
て
峡
谷
で
、
そ
の
地
の
す
べ
て
の
住
居
で
養
お
う
。
十
四
良

き
牧
草
地
で
そ
れ
ら
を
養
お
う
。
彼
ら
の
家
畜
の
固
い
は
イ
ス
ラ
エ
ル

の
高
い
山
に
あ
る
だ
ろ
う
。
彼
ら
は
そ
こ
で
寝
る
だ
ろ
う
、
そ
こ
で
良

一78-



き
快
楽
の
中
で
憩
う
だ
ろ
う
。
そ
し
て
イ
ス
ラ
エ
ル
の
山
で
肥
沃
な
牧

草
地
で
放
牧
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
十
五
私
は
私
の
羊
を
養
お
う
。
そ
し
て

彼
ら
を
休
ま
せ
よ
う
。
そ
し
て
私
が
主
で
あ
る
こ
と
を
知
る
だ
ろ
う
。

主
は
次
の
よ
う
に
言
う
。
十
六
私
は
失
わ
れ
た
も
の
を
探
し
、
迷
っ
た

も
の
を
連
れ
戻
し
、
砕
か
れ
た
も
の
に
包
帯
を
ま
き
、
取
り
残
さ
れ
た

も
の
を
強
く
し
、
強
き
も
の
を
見
張
り
、
そ
し
て
裁
き
で
そ
れ
を
養
お

う
。
十
七
そ
し
て
お
ま
え
た
ち
、
羊
よ
、
主
の
主
は
次
の
よ
う
に
言
う
。

見
よ
私
は
羊
の
間
で
、
雄
羊
と
雄
山
羊
の
間
で
裁
こ
う
。
十
八
お
ま
え

た
ち
に
は
良
き
牧
草
を
食
む
だ
け
で
は
充
分
で
は
な
い
の
だ
。
お
ま
え

た
ち
は
食
べ
残
し
た
牧
草
を
足
で
踏
み
つ
け
て
い
る
の
だ
。
澄
ん
だ
水

を
飲
み
な
が
ら
、
残
り
を
足
で
濁
ら
し
て
い
る
。
+
九
私
の
羊
は
お
ま

え
た
ち
の
足
で
踏
み
つ
け
ら
れ
た
も
の
を
食
み
、
お
ま
え
た
ち
の
足
に

よ
っ
て
濁
ら
さ
れ
た
水
を
飲
ん
で
い
る
。

-
5
そ
れ
ゆ
え
主
の
主
は
次

の
よ
う
に
言
う
。
見
よ
、
私
は
強
い
羊
と
弱
い
羊
の
間
で
裁
こ
う
。

三
あ
な
た
方
は
脇
腹
で
、
肩
で
押
し
、
角
で
突
き
出
し
、
す
べ
て
の

と
り
残
さ
れ
た
も
の
を
押
し
出
そ
う
と
し
た
。
ニ
ニ
私
は
私
の
羊
を
救

お
う
。
彼
ら
が
も
は
や
飼
料
徴
発
の
対
象
に
な
ら
な
い
よ
う
に
。
私
は

雄
羊
と
雄
羊
の
問
で
裁
こ
う
。
私
は
彼
ら
に
た
い
し
て
一
人
の
羊
闘
い

を
任
命
し
よ
う
。
そ
し
て
彼
が
彼
ら
を
養
う
だ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
私

の
僕
、
ダ
ヴ
ィ
デ
を
任
命
し
よ
う
。
彼
が
彼
ら
の
羊
飼
い
と
な
る
だ
ろ

・つ。

エ
ゼ
キ
ヱ
ル
書
、
三
七
章

一
一
一
そ
し
て
彼
ら
に
次
の
よ
う
に
言
い
な
さ
い
。
主
の
主
は
言
う
。
見

よ
、
私
は
彼
ら
が
入
っ
て
行
っ
た
諸
民
族
の
真
中
か
ら
す
べ
て
の
イ
ス

ラ
エ
ル
の
家
を
取
る
。
私
は
彼
ら
を
彼
ら
の
周
辺
の
す
べ
て
の
地
か
ら

集
め
そ
し
て
イ
ス
ラ
エ
ル
の
地
に
導
こ
う
。
ニ
ニ
私
は
彼
ら
を
私
の
地

と
イ
ス
ラ
エ
ル
の
山
々
の
中
で
一
つ
の
民
に
し
よ
う
。
彼
ら
の
一
人
の

支
配
者
が
あ
る
だ
ろ
う
。
彼
ら
は
二
つ
の
民
と
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

二
つ
の
王
国
に
分
か
れ
る
こ
と
も
な
い
だ
ろ
う
。
二
三
彼
ら
が
彼
ら
の

偶
像
の
中
で
わ
れ
を
忘
れ
る
こ
と
が
な
い
よ
う
に
。
私
は
彼
ら
が
犯
し

た
あ
ら
ゆ
る
不
法
か
ら
彼
ら
を
救
い
出
し
、
清
め
よ
う
。
彼
ら
は
私
の

民
と
な
り
、
そ
し
て
私
は
彼
ら
の
神
と
な
ろ
う
。
一
百
そ
し
て
私
の
し

も
べ
、
ダ
ヴ
ィ
デ
が
彼
ら
の
真
中
で
支
配
者
と
な
り
、
す
べ
て
の
者
の

一
人
の
羊
飼
い
と
な
る
だ
ろ
う
。
と
い
う
の
も
彼
ら
は
私
の
指
示
で
歩

み
、
私
の
裁
き
を
守
り
、
そ
れ
を
お
こ
な
う
だ
ろ
う
か
ら
。

巧

d
n
，e
 

問
主
の
声
を
聞
き
、
自
発
的
に
、
自
分
の
意
志
で
羊
飼
い
の
後
に
つ
い

て
き
て
、
自
然
に
一
つ
の
群
が
形
成
さ
れ
る
、
と
述
べ
る
キ
リ
ス
ト
の

言
葉
と
主
が
さ
ま
ざ
ま
な
民
に
臨
み
、
イ
ス
ラ
エ
ル
の
民
を
選
び
出
し
、

戒
律
を
守
ら
せ
て
、
あ
く
ま
で
も
神
の
意
志
で
一
つ
の
群
を
形
成
す
る

と
述
べ
る
旧
約
聖
書
の
教
え
。
こ
こ
に
ユ
ダ
ヤ
教
と
キ
リ
ス
ト
教
の
違



い
が
あ
ざ
や
か
に
浮
か
び
上
が
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
も
ち
ろ

ん
、
そ
れ
を
説
明
す
る
た
め
に
は
神
学
上
の
厳
密
で
精
撤
な
記
述
が
必

要
な
の
で
あ
ろ
う
が
、
素
人
の
私
に
は
立
ち
入
っ
た
論
述
の
展
開
は
と

て
も
で
き
な
い
の
で
そ
れ
は
し
な
い
で
お
く
。

附
旧
約
聖
書
は
エ
ジ
プ
ト
の
ア
レ
ク
サ
ン
ド
リ
ア
で
プ
ト
レ
マ
イ
オ

ス
王
朝
時
代
の
前
3
世
紀
こ
ろ
、
そ
の
土
地
に
住
む
ユ
ダ
ヤ
人
の
話
す

言
葉
が
地
中
海
一
帯
で
広
く
使
わ
れ
て
い
た
言
葉
で
あ
る
コ
イ
ネ

l
ギ

リ
シ
ャ
語
と
な
っ
た
た
め
に
、
一
般
民
衆
に
は
へ
プ
ラ
イ
語
で
書
か
れ

て
い
る
聖
書
が
読
め
な
く
な
り
、
そ
の
た
め
に
へ
プ
ラ
イ
語
で
書
か
れ

て
い
た
旧
約
聖
書
が
ギ
リ
シ
ャ
語
に
翻
訳
さ
れ
た
。
そ
れ
が
セ
プ
ト
ゥ

ア
ギ
ン
タ
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
あ
る
。

そ
し
て
当
時
の
教
養
書
は
当
然
な
が
ら
す
べ
て
ギ
リ
シ
ャ
語
で
書
か

れ
た
も
の
で
あ
り
、
こ
の
省
察
の
中
で
取
り
あ
げ
た
ポ
リ
ユ
ピ
オ
ス
の

『
世
界
史
』
も
そ
う
し
た
教
養
書
の
一
つ
と
考
え
ら
れ
る
。

旧
約
聖
書
の
ヘ
ブ
ラ
イ
ズ
ム
と
当
時
の
ヘ
レ
ニ
ズ
ム
と
が
融
合
し
て

新
し
く
キ
リ
ス
ト
教
が
生
み
出
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、

三
つ
の
書
す
な
わ
ち
『
セ
プ
ト
ゥ
ア
ギ
ン
タ
』
、
『
新
約
聖
書
』
、
『
世

界
史
』
を
こ
の
省
察
で
し
た
よ
う
に
比
較
検
討
し
て
み
る
と
、
そ
れ
を

具
体
的
な
形
で
把
握
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

註

三
ア
ィ
マ
イ
オ
ス

タ
オ
ル
ミ
ナ
の
人
、
前
三
四
六
年
か
ら
二
五
O
年
。
借
主
ア
ガ
ト
ク
レ

ス
が
シ
ケ
リ
ア
を
強
奪
し
た
後
(
前
コ
二
七
年
)
か
あ
る
い
は
彼
の
カ

ル
タ
ゴ
遠
征
(
前
三
二
一
年
)
の
前
に
テ
ィ
マ
イ
オ
ス
は
逃
亡
し
た
に

違
い
な
く
、
ア
テ
ネ
で
五
十
年
過
ご
し
た
。
こ
こ
で
彼
は
イ
ソ
ク
ラ
テ

ル
・
フ
ィ
リ
ス
コ
ス
に
よ
っ
て
修
辞
学
に
導
か
れ
た
。
ヒ
エ
ロ
ン

E
世

の
治
世
の
と
き
に
シ
ケ
リ
ア
に
戻
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
@
彼
は
我
々

が
知
る
か
ぎ
り
哲
学
は
学
ば
な
か
っ
た
。
さ
ま
ざ
ま
な
迫
遥
派
の
哲
学

者
に
た
い
す
る
彼
の
鋭
い
批
判
、
と
く
に
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
、
テ
オ
フ
一

ラ
ト
ス
、
ヘ
ラ
ク
レ
イ
デ
ス
、
カ
リ
ス
テ
ネ
ス
に
た
い
す
る
そ
れ
は
哲
向

学
一
般
に
対
す
る
彼
の
立
場
と
関
係
し
て
解
釈
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。
-

ア
テ
ネ
で
の
滞
在
は
彼
の
歴
史
研
究
が
関
係
す
る
領
域
か
ら
彼
を
疎

遠
に
し
、
そ
の
結
果
彼
の
家
系
と
社
会
的
地
位
か
ら
す
れ
ば
現
場
で
良

い
情
報
を
手
に
入
れ
る
状
況
に
あ
っ
た
彼
に
は
、
彼
自
身
の
告
白
に
よ

る
と
戦
争
体
験
は
一
切
な
く
、
ポ
リ
ュ
ピ
オ
ス
の
追
記
に
よ
る
と
地
理

的
検
分
も
ま
っ
た
く
欠
け
て
お
り
、
完
全
に
文
献
的
資
料
に
頼
る
と
い

う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

彼
の
包
括
的
な
シ
ケ
リ
ア
史
は
最
古
の
時
代
に
始
ま
り
、
主
要
部
分

で
は
借
主
ア
ガ
ト
ク
レ
ス
の
没
落
(
前
ニ
八
九
年
)
ま
で
及
ん
で
い
る

が
、
シ
ケ
リ
ア
だ
け
に
留
ま
ら
ず
'
イ
タ
リ
ア
お
よ
び
カ
ル
タ
ゴ
の
歴
史



も
包
括
し
、
数
多
く
の
脱
線
で
ギ
リ
シ
ャ
と
の
諸
関
係
に
も
言
及
し
、

そ
の
あ
ら
ゆ
る
郷
土
愛
的
な
色
合
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
世
界
史
的
特
長

は
否
定
で
き
な
い
。
作
品
は
三
八
巻
か
ら
成
り
、
五
巻
に
わ
た
っ
て
の

ア
ガ
ト
ク
レ
ス
の
歴
史
が
結
末
を
形
成
し
て
い
る
。

彼
の
全
体
と
し
て
の
評
価
は
歴
史
学
を
方
法
論
的
に
は
促
進
さ
せ
な

か
っ
た
が
、
石
碑
に
ま
で
も
お
よ
ぶ
収
集
熱
心
に
よ
っ
て
多
く
の
材
料

を
集
め
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
後
期
の
作
家
は
そ
の
豊
富
な
材
料
の

た
め
に
感
謝
し
て
あ
る
い
は
恩
知
ら
ず
に
彼
を
利
用
し
て
い
る
。
ア
レ

ク
サ
ン
ド
リ
ア
の
リ
ュ
コ
フ
ロ
ン
、
カ
リ
マ
コ
ス
、
エ
ラ
ト
ス
テ
ネ
ス
、

ア
ル
テ
ミ
ド
ロ
ス
、
ポ
リ
ュ
ピ
オ
ス
、
デ
ィ
デ
ユ
モ
ス
、
プ
セ
ウ
ド
ス

キ
ユ
ム
ノ
ス
、
ポ
セ
イ
ド
ニ
オ
ス
、
ス
ト
ラ
ポ
ン
、
デ
ィ
オ
ド
ロ
ス
、

ト
ゥ
ロ
グ
ス
・
ボ
ン
ベ
イ
ウ
ス
、
ア
ツ
デ
ィ
ク
ス
、
ネ
ポ
ス
、
オ
ウ
ィ

デ
ィ
ウ
ス
、
プ
ル
タ
ル
コ
ス
。
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Eine Betrachtung über die Parabel vom Schafbirten 
des Evangeliums nach Johannes 

Toshiyuki Takeshima 

Erstens wurden die Abschnitte eins bis achtzehn des zehnten Kapitels Johannes 

übersetzt und nachgewiesen, dass die Stelle 16 "Und ich habe noch andere Schafe, die 

sind nicht aus diesem Stall; auch sie muss ich herführen, und sie werden meine Stimme 

hören, und es wird meine Herde und ein Hirte werden," einen sehr wichtigen Begriff der 

christlichen Lehre dargestellt hat. 

Weiter wurde das dritte und vierte Kapitel des zwölften Buchs von Polybios 

"Weltgeschichte" übersetzt und behauptet, dass diese Sätze an die obengenannte Stelle des 

Evangeliums nach Johannes erinnern und man vermuten kann, dass das Buch von 

Polybios vielleicht einen Einfluss auf die damalige allgemeine Bildung hatte. 

Zur Bestätigung dieser Behauptung wurden ferner die Abschnitte eins bis 

vierundzwanzig des vierunddreißigsten Kapitels des Propheten HesekieI aus dem Alten 

Testament und die Abschnitte einundzwanzig und vierundzwanzig des siebenund

dreißigsten Kapitels übersetzt und der Unterschied der Behandlungsweise des Begriffs 

"Schafhirt" zwischen Neuem Testament und Altem Testament dargelegt. 

Zum Schluss wird die Behauptung aufgestellt, dass man an dieser Stelle der 

Darstellung von Polybios in einer konkreten Form feststellen kann, dass der Hebraismus 

mit dem Hellenismus verschmolzen und daraus das Christentum neu entstanden ist. 
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