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は じめ に

　国家 論 を展 開 し よ う とす る と き ， 国家 の 機能 を担 う人 間 の 問題 を避 け て 通 る

こ と は で き な い
。 制度 と い うもの は ， そ れ を運 用す る 人 間 が ， 運 用す る に 十分

な能力 を有 し ， 制 度の 目的 とす る と こ ろ を よ く理 解 し て お り， 特 に 民 主 主 義 の

国家 に お い て は ， そ の 職務 に任 じ られ た者 と して 責任 を持 っ 主体で あ る こ とが

必 要 だ か らで あ る 。 こ の よ うな 人 的 基盤 無 し に は ，
い か な る制 度 も価値 を発揮

す る こ とが で き な い
。

　制度の 目的 に 即 して ， そ の 職務に 任 じ られ た者 と し て の 主体 を確立 す る とい

うこ と は ， 職 務の 倫理 に 属 す る こ とが らで あ る 。 特 定 の 職 務 に 着 い た者 に は ，

職 務上 取 る べ き姿勢が あ る 。 国民 は ， 個 人 と し て の 彼 に で は な く， そ の 職責 を

担 う者 と し て の 彼 に 信頼す る の で あ る 。 し か も， 彼 は あ くまで も主体的に こ の

職務を担い
， 信頼 に 答え な けれ ば な らな い

。 そ こ に 職務の 倫理 が要 求 され る 。

それ は必 ず し も個人 の 倫理 観 とは
一 致し な い の で ， そ の 価値 と使命 が ， 特別 に

論 じ られ な けれ ば な らず ， ま た ， 職務の 倫理 そ れ 自体が ， 個人 の 倫理 との 問 の

齟齬 を受 け と め ，
こ れ に 何 らか の 答 え を提 供す る もの で な けれ ば な ら ない

。

　 し か し今 日 ま で の 日本 にお い て
， 職務 の 倫理 と い う もの は十 分 に 論 じ られ て

き た だ ろ うか
。

こ れ を確立 す る努 力 は な され て き た だ ろ うか 。 実 際 は 確 か に ，

無 意識 に で は あ っ て も， そ の 職務 に 相応 しい 行動 が な され て い よ う し ， 組織 の

な か で ， し な けれ ば な ら な い こ と， し て は な らな い こ とが
，

か な りは っ き りし
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て お り ， 組織 と い うも の の 持 つ 拘束 力 に よ っ て ， あ る 程 度 の 信 頼性 は 確保 さ れ

て い よ う。 し か し ， 職 務 を 自己 の 責 任 に お い て 担 い うる 主 体 は ， 確 立 して い な

い の で は な か ろ うか
。 そ れ ゆ え ， 限界的 な事例や ， 特殊 な 事例 に 関す る判断 が

で きず ， 責任 を逃 れ よ う とす る こ とが 多い
。 主権者た る 国民 の 間で は ， 職 務 の

倫 理 を 擁 護 す る 努 力 も， そ の 是 非 を 論 ず る こ と も ，
ぼ と ん ど 行 わ れ て い な い

。

そ れ ゆ え主 権者 た る 者が ， た とえ ば 国家 の 問題 に 専門 に 携 わ る 者 を選 出す る と

い う行 為 に も ， 主体 的 に 関 わ る こ とが で き な い ま ま な の で は な い か 。

　 た だ
， 特 別 な 技能 や資格 を必 要 とす る 職務 に お い て は ， そ の 倫理 の 問題 が真

剣 に 論 じ られ ，

一
定 の 了解 に 達 し て い る もの が あ る 。 特 に裁 判官 は

， そ うで あ

る
。 彼 に 委 ね ら れ て い る も の は

， 事実 の 認定 と法 の 解釈 に お け る ，

一 個 の 裁 判

官 と し て の 判断 で あ り， こ の 判断 に よ っ て ， 法 が 実 行 され る と い う重大 な ， 最

終 的 な効 果 を持 つ もの で あ る が ゆ え に
， 判断 の 主 体 の 在 り方が

， 常 に 問 わ れ る

の で あ る 。 それ ゆ え そ の 職務 の 倫理 は し ば し ば論 じ ら れ て き た し， 今 日で は ，

少 な く と も裁 判 官 た ち の 間 に ，

一
致 し た 了解 が あ る と思 わ れ る

1）
。

　裁判官 の 職務 の 倫理 の 決定 的 要 素 の 一
つ は ，

「裁 判官 の 良心 」 とい う も の で

あ る 。 す で に 日本 国憲 法 第76条 第 3 項 に ，

「司法 権 の 独 立 」 の 保 証 の 下 で ，

「す

べ て 裁 判官 は
， そ の 良心 に 従 ひ 独 立 して そ の 職権 を行 ひ ， こ の 憲 法及 び法 律 に

の み 拘 束 され る 」 もの と規定 さ れ て い る 。 こ こ に 言 う 「裁 判官 の 良心 」 とは ，

憲 法 と法律 に 従 う とい う ， 客観的 な ， 裁判官 と し て の 良心 と し か言 い よ うの な

い もの で あ る
2）

。 良心 と は 本来 主観 的 な もの で あ ろ う が ， 裁判官 は ， 客観 的 な

「良心 」 を 主 体 的 に 担 うの で あ る
3）

。 そ こ で
， 裁判官 の 職 務 の 倫 理 の 根 本 問題

の
一

つ は ， 前 に も言 及 し た 個 人 の 倫 理 と の 衝 突 に あ る 。 客 観 的 な 「良心 」 な い

し は 職務の 倫理 の 結論 に
， 主観的倫理 感情 ， す な わ ち い わ ゆ る 良心 を も っ て 従

う こ とが で き な い と き に ど うす べ きか と い う問題 で あ る 。 裁判 官 は ， 個 人 の 良

心 を も っ て ど う して も憲法 と法律 の 命ず る と こ ろ に 従 え な い 場 合 は ， 職 を辞 す

る ほ か は な い
。 憲 法 と法 律 に 従 う とい う こ とが

， こ の 職務に 任ぜ られ る 際 の 基

本 的 ts委託 の 内容 だ か らで あ る
4）

。

　 こ の よ うな
， 職務 の 要 求 と主 観的正 義 の 対 立 の 問題 が

， 極 め て 尖鋭 な局面 を
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見せ る の は ， そ の 職務の 委託 の 内容が変わ っ た場 合 で ある 。 裁 判官 は ， 憲法や

法律 が変 わ っ た場 合 で も， 変更 され た 法， す な わ ち現 行 の 法 に 従 うこ とが要求

され る 。 G ・ラ ー トブ ル フ の 言葉 で 言 え ば ，

「裁 判官 が 正 義 の 僕 で あ る こ と を

止 め る とき で も，
な お つ ね に 彼 は 法的安定性 の 僕 で は あ る の で あ る 」

5）
。 法的

安定性 に 仕 え る こ とが職務 の 倫理 の 最 上 級 の 要 求 で あ る か ぎ り ， 将来 変 更 さ れ

う る 法 に 仕 え る こ と も ， 倫理 的 基 盤 を有す る こ と に な り ， 法秩序へ の 良心 を無

視 し た 白紙 委任 に は な ら な い
。 しか し ， 政 変 や 革 命 に よ っ て ， 根本 的 な 価 値 の

変更 が起 こ れ ば ， そ の 職 務 に 留 ま れ な い 者 が ， 多 い で あ ろ う。

　 さ て ， 旧約聖 書 に お け る 国家 は
， 近 代 国 家 の よ うな 巨大 な組織体 で は な く，

そ の 職務 も， 今 日 の 職能集団化 した 公 務員 の そ れ とは 異 な る
。 しか し，

一
個 の

主 体 の 問題 と し て
， 職務 を担 う者 の 個々 の 揚 面 で の 態度決 定の 筋道 と ， そ こ に

現 れ て くる 主体の 在 り方 を考 え る な らば ， 今 目 の 職務 の 倫理 論 に 光 を投げか け

る テ キ ス トは ， 旧約 聖書 に も少 な くな い
6）

。

　本稿 で は ， ア モ ス 書 7 ： 1−8 ： 3 か ら， 王 国 に お け る 預 言者 の 職務 に つ い て ，

特 に
， 王 国 に 対 立 す る 預言 を語 る とい う限界的状況 に つ い て ， 考察す る 。

ア モ ス 書 7 ：1−8 ：3

1．　 私 　訳

　 ま ず テ キ ス トを直訳 す る
。 幻 の 報告 （7 ： 1−9 ， 8 ： 1− 3） は ， ア モ ス が 一 人 称

で 語 る 。 以 下 の 訳 文 で は ， 地 の 文 を中央 に ， 主 の 言葉 は 左 に
， ア モ ス の 主 に 対

す る 言葉 は 右 に 寄せ て 書 い た
。 ア モ ス

ー
ア マ ツ ヤ物 語 （7 ： 10− 17） は ， 三 人 称

で 物 語 られ る が ， 地 の 文 は 幻 の 報告 の そ れ と 同 じ レ ベ ル に
， 次 に 登場 人 物 の 対

話 ， 対 話 の な か に 引用 され た 別 の 対 話 と い う順 に 右 に 寄せ て 書 い て あ る 。

7 章 1 節

2 節

こ の よ うに わ が主 YHWH は わ た し に 見 させ られ た 。

す な わ ち見 よ ，
い な ご を造 りだ され た 。

二 番草 の 伸 び る 始 め に 。

す な わ ち見 よ ， 王 の 刈 り取 りの 後 の 二 番草。

ま さに 地 の 青草 を食 い 尽 くそ うと した とき ，

そ こ で わ た しは 言 っ た 。
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　　　　　　　　　　　　　わ が 主 YHWH
， ど うか ゆ る し て くだ さ い 。

　　　　 　　　　 　　　　 　 ど うし て ヤ コ ブ が 立 ち得 ま し ょ うか 。

　　　　 　　　　 　　　　 　彼 は 小 さい の で す 。

　　　　 YHWH は これ を 悔 い た も う。

それ は起 こ らな い

　　　　 と，YHWH は言 われ た 。

　　　　 こ の よ うに わ が 主 YHWH は わ た しに 見 させ られ た 。

　　　　す なわ ち 見 よ ， 審判 に 火 を呼ば れ た 。 わ が 主 YHWH が 。

　　　　 そ し て 大 い な る 淵 を食 い 尽 くし た 。

　　　　そ して 土地 を食 い 尽 くそ うとす る 。

　 　 　 　 そ こ で わ た し は 言 つ た 。

　　　　　　　　　　　　　わ が 主 YHWH
， ど うか や め て くだ さい 。

　　　　　　　　　　　　　 ど うし て ヤ コ ブが 立 ち得 ま し ょ うか 。

　　　　　　　　　　　　　彼は 小 さ い の で す 。

　　　　YHWH は これ を悔 い た も う 。

そ れ も ま た ， 起 こ ら な い

　　　　 と ， わ が主 YHWH は言わ れ た 。

　 　 　 　 こ の よ うに わ た しに 見 させ られ た 。

　　　　す なわ ち 見 よ ， わ が 主 が 錫 の 城壁 の 上 に 立 っ て お られ る 。

　　　　 そ し て そ の 手 に も錫 。

　　　　 そ して YHWH は わ た しに言 わ れ た 。

何をお 前は 見 るか ， ア モ ス
。

　　　　 そ こ で わ た し は 言 っ た 。

　　　　　　　　　　　　　　錫 。

　　　　す る と わ が 主 は 言 わ れ た 。

見 よ， わ た し は錫 を置 く 。 わ が民 イ ス ラ エ ル の た だ なか に 。

わ た しは もは や 再 び彼 の た め に 介 入 しな い 。

そ して イ サ ク の 諸 々 の 高 き所 は ，荒 らされ ，

イ ス ラ エ ル の 諸聖 所 は，廃 墟 とな る 。

そ し て わ た し は ヤ ロ ブ ア ム の 家 に 対 し て 剣 を も っ て 立 つ
。

　　　　 さ て ベ テ ル の 祭司 ア マ ツ ヤ は
，

イ ス ラ エ ル の 王 ヤ ロ ブ ア ム に 人 を

　　　　遣わ して 言 う 。

　　　　　　 あ なた に 向か っ て ア モ ス が イ ス ラ エ ル の 家 の た だ なか で 陰謀

　　　　 　　 を企 み ま した 。 国 は ， 彼 の す べ て の 言 葉 に 持 ち こ た え られ ま

　 　 　 　 　 　 せ ん 。

　　　　　　 こ の よ うに ア モ ス は 言 っ た の で す 。
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15節

16節

17節

8 章 1 節

2 節

3 節

　　　　　　　　剣で ヤ ロ ブァ ム は 死 ぬ 。

　 　　 　　 　 　　 そ して イ ス ラ エ ル は 必 ずそ の 地 か ら追 われ る 。

　 　　 　 そ して ア マ ツ ヤ は ア モ ス に言 っ た 。

　　　　　　先見者 よ ， 行 け 。
ユ ダ の 国 に 逃 れ よ 。

　　　　　　そ して そ こ で 糧 を得 よ 。 また ， そ こ で 預言す る が よ い
。

　　　　　　 し か し ベ テ ル で は ， お 前は もは や再 び 預言 して は な らな い
。

　　　　　　それ は 王 の 聖所 そ れ は王 国 の 神殿 なの だ 。

　　　　そ こ で ア モ ス は 答 え た 。 そ して ア マ ツ ヤ に言 っ た 。

　　　　　　わ た しは 預 言者 で は な い 。 わ た し は預 言者 の 輩 で もな い 。

　　　　　　確 か に わ た しは 監 視 す る者 ，そ し て い ち じ く桑 を世 話す る 者 。

　　　　　　 し か る に YHWH は群 の 後ろ か らわ た し を取 られ た 。

　　　　　　そ し て ， YHWH は わ た し に 言わ れ た 。

　　　　　　　　行け 。 わ が 民 イ ス ラ エ ル に預 言 せ よ 。

　　　　　　そ こ で 今 ，
YHWH の 言葉を聞け 。

　 　　 　　 　 お 前 は 言 っ た 。

　　　　　　　　お 前 は イ ス ラ エ ル に 向か っ て 預言 し て は な らない
。

　　　　　　　　ま た イ サ ク の 家 に 向か っ て うわ ご と を言 うな 。

　　　　　　そ れ ゆえ こ の よ うに YHWH は言 わ れ る 。

　　　　　　　　お 前の 妻は ， 町 で遊 女 とな る 。

　　　　　　　　そ し て お 前 の 息子 も， ま た お 前 の 娘 も，剣 に倒れ る 。

　　　　　　　　さ らに お 前の 地 も， 測 り縄 で 分 け られ る 。

　　　　　　　　そ し て お 前 は ，汚れ た地 で 死 ぬ
。

　　　　　　　　そ して イス ラ エ ル は 必ずその 地 か ら追わ れ る 。

　　　　こ の よ うに わ が 主 YHWH は わ た し に見 させ られ た 。

　　　　す なわ ち見 よ ， 夏 果物 （カ イ ツ ） の か ご 。

　 　　 　そ し て 言 わ れ た 。

何 をお 前は 見 る か ， ア モ ス 。

　　　　そ こ で わ た しは 言 っ た 。

　　　　　　　　　　　　　　 夏果物 の か ご
。

　　　　す る と YHWH は わ た しに 言 わ れ た 。

終わ り （ケー
ッ ） が ， わ が民 イ ス ラ エ ル に来iる 。

わ た しは もは や再 び 彼 の た め に 介入 し な い 。

そ し て 宮殿 の 歌 い 女 た ち は泣 き叫ぶ 。 　　 そ の 目

　　　　と， わ が 主 YHWH の 言i葉。

多 くの 死 骸， 至 る所 に 。 彼 は 投 げ捨 て た 。 し い 1
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2． 釈義 上 の 問題 点

　 こ の 箇所 は ， 四 つ の 幻 の 報告 （7 ；1−3
，
4−6，

7−9
，
8 ：1−3） と ， 第 三 の 幻 の

後 に 置 か れ た 物 語 （「ア モ ス
ー

ア マ ツ ヤ 物語 」 7 ： 10− 17）か ら な る n 幻 の 第
一

と第二
， 第三 と第四 は ， そ れ ぞ れ 形 式 ， 内容 共 に 並 行関 係 に あ り ， 対 を な す 。

　第
一

と第二 の 幻 は ，

「 こ の よ うに わ が 主 YHWH は わ た し に 見 させ られ た 。

す な わ ち見 よ 」 と い う導 入 を も っ て 始 ま り，

「そ こ で わ た し は 言 っ た 。 わ が主

YHWH
， ど うか ゆ る し て （や め て ） くだ さい

。 ど う し て ヤ コ ブ が 立 ち 得 ま し

ょ うか
。 彼 は 小 さい の で す 。

YHWH は こ れ を悔 い た も う。 そ れ は 起 こ ら な

い と （わ が 主 ）YHWH は 言 わ れ た 」 と い う対 話 で 結 ば れ る
。 そ こ で は ア モ ス

の 抗 弁 が 許 され て お り ， そ れ を 聞い て ， 主 は そ の 決 定 を 「悔 い た も う」。

　第 三 と第四 の 幻 で は ， 第
一 第二 と同 じ よ うな 導 入文 の 後 に ，

「何 を お 前 は 見

る か
， ア モ ス 」 と い う 主 か らの 問 い か け が 続 く。 そ し て ，

「 わ た し は も は や 再

び 彼 の た め に 介入 し な い 」 との 最後通 告 を含 む裁 き の 言 葉 が語 られ る 。 こ こ で

は も は や ， ア モ ス に 抗 弁 の 可能 性 は な く ， 事態 を 認 識 す る だ け で あ る 。

　 四 つ の 幻 は ， 自伝的 な時間 の 経過 に沿 っ て 並 べ られ て い る と 言 わ れ る
7）

。 最

初 は ア モ ス の 抗 弁 を許 し ， 再 考 の 余地 を残 し た 主 の 審判 が ， イ ス ラ エ ル の 罪 の

故 に
， も はや 抗 弁 不 可 能 な も の と な る 変遷 を 示 す 。 そ し て そ の 間 に 伝記 的 物 語

が 挿 入 され た と老 え られ て い る わ け で あ る
6）

。

　 さて
， 釈義上 困難な 問題 は ， 第 三 の 幻 の 導入 文 の 破 れ と ， 私 訳 で 「錫 」 と し

た
’anak

の 語 義 ， ま た ， ア モ ス
ー

ア マ ッ ヤ 物 語 中に 表 され た ア モ ス の 職 務 の 理

解 ， す な わ ち 「先 見者」 と は 何 で あ り ， ア モ ス 自身 が 「預 言 者 で は な く ， 預 言

者 の 輩 で も な い 」 と言 っ て い る 意味は 何 で あ り，
ま た 「監視す る も の （牛 を飼

う者 ？）， い ち じ く桑 の 世話 を す る 者」 と は 何 で あ っ た か と い う点 に あ る
9）

。

1） 第三 の 幻

　a ）導 入 文

他 の 三 つ の 幻 に は ，

「 こ の よ うに わ が 主 YHWH は わ た し に 見 さ せ られ た
。
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す な わ ち見 よ」 とい う共通 の 導入 が あ り， こ れ に分 詞 （第
一

第二 ） ま た は 名詞

（第 四 ） が続 くの に 対 し て ， 第三 の 幻 で は ，

「見 させ る 」 こ と に つ い て 「わ が主

YHWH 」 と い う主 語が 明示 され ず ，

「見 よ」 とい う呼 び か け の 後 に ， 分 詞 の 主

語 と し て 「 わ が 主」 が現 れ る 。 BHS （K ・エ リ ガ ー ） は ， 七 十 人 訳 に 即 し

て ，

「わ が 主 」 を 「YHWH 」 と し ，

「見 よ」 の 後 ろ か ら 前 に 移 し て ， 他 の 箇所

とそ ろ え よ う とす る
10）

。 ヴ ル ガ タ も，

「見 させ る 」 こ と に 「主 」 と い う 主 語 を

入 れ る
11）

。 し か し ， 古 代 訳 が 表現 をそ ろ え た と も考 え られ ，
こ れ らは マ ソ ラ本

文 を読 み 換 え る決 定 的理 由 に な ら な い
。 む し ろ ， ア ン カ ー バ イ ブ ル の 指摘 す る

よ うに
， 同 じ 文 の 反 復 に 意味 が あ る だ け で な く， そ の 中の 差異 に も ま た

， 意味

が あ る と見 る べ きで あ る
12）

。 も っ と も ア ン カ ー バ イ ブ ル は
，

こ の 箇所 の 違 い に

つ い て
， 満足 す べ き意味を 見 い だ し て い な い

。

　注 目す べ き こ と は ， 幻 を ア モ ス に 見 させ た 「主 YHWH 」 の 名 が
， 第

一 の 幻

の 映像 に は 現れ な い こ とで あ る
。 そ こ で 視 界 に 満 ち て い る もの は ，

い な ご で あ

る 。 第二 の 幻 で は 「主 YHWH 」 が
， 火 を呼 ん だ者 と し て 現れ る が ， こ の 主語

は 文 末 に 付 け られ ， 火 を呼 ん だ の が ， ほ か な ら ぬ 主 で あ る こ とを 強調 す る の み

で
13）

， 場 面の 中心 に あ る の は 火 で あ る 。
と こ ろ が第三 の 幻 で は

， 主 ご 白身 が 幻

の 中心 に 立ち た も う。
こ の こ との 特殊 性 と重要性 は ， こ れ と対 に な っ て い る 第

四 の 幻 と 比 べ れ ば ，
い よ い よ 明 らか で あ る 。 視 界 を 占め る も の は ， 第 四 の 幻 に

お い て
， 再 び 主 ご 自身で は な くな っ て ， 夏果物 の か ご だか らで あ る 。

　す な わ ち第
一

の 幻 で は ， 主 は 背景 に 退 い て お られ る
。 第二 に お い て ， 主 の 名

が 指 し示 され る が ， ご 自身 は な お 背後 に お られ る 。 第 三 の 幻 に な っ て 突然， 主

が 中心 に 立 た れ る 。 そ れ ゆえ こ こ で は導入文 の 主語 を省 き ， た だ ち に城壁 の 上

に 立 た れ る 「わ が 主 」 に 注 目す る 。 す な わ ち ，

「見 よ 」 とい う 呼 び か け の 後 に

初 め て 主 語 を入れ て
， 読者を城壁の 上 の 主 に 出会わ せ る の で は な い か

14）
。 し か

も， こ こ に 至 っ て つ い に ， 抗弁 不可 能 な
， 主 の 最終 的決 定 が 明 らか に され る 。

そ し て 第 四 で は ， 主 は 再 び 映像の 背後 に 退 か れ る の で あ る
。

こ の よ うな ， 主 ご

自身 が 中心 に 立 た れ る 決定的転 回点の 記述 が
， 同 じ文の リ ズ ミ カ ル な 反 復 を破

る こ とは ， か え っ て
，

こ の 箇所 の 重要 性 を示 す に 相応 しい と考え られ る 。
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　 b ）
’anak

　 こ の 語 は 旧約聖 書中，
こ の 箇所 に 4 回 現 れ る だ け な の で ， 聖書外資料が な い

か ぎ り意味不 明 で あ る
15）

。
ア ッ カ ド語 の anaku か ら類推 す れ ば ，

「錫 」 を意味

す る と考 え ら れ る
！6）

。 こ の 語 は ， ま ず 「城壁」 とい う名詞 の 合成形 と結び っ い

て お り ，

「
’anak

の 城 壁 」 と訳 す ほ か な い が ， そ の 意 味 は 何 で あ る か 。 ま た

’anak
を民 の た だ 中に 置 く こ と が ， ど う して 審判 に な る の か が 問題 とな る 。

　従 来 ，

’“
nak 自体 が 審判 を象徴す る と見 られ ， 単 な る 金 属 材 質 で は な く， 鉛

直線 を 引 く下 げ振 り（そ れ ゆ え材質 と し て は 錫 で は な く鉛）と考 え られ て きた
。

「’ansk
の 城 壁 」 は ， 下 げ振 り に よ っ て 建 て られ た城 壁 で あ り， 民 の た だ 中 に

下 げ振 りを下 ろ す の は ， そ れ に よ っ て 民 の 歪 み を明 らか に す る た め で あ る
17）

。

　 し か し 最 近 ， W ・ バ イ エ ル リ ン が ，

「錫 の 城 壁 」 を文 字 どお り に 訳 し ， 錫 を

民 の た だ 中に 置 く こ と の
， 審判 と して の 意味 を理 解す る可能性 を示 した

18）
。 彼

は ， 幻 を
一 揚 面 の 動 か な い 絵 で は な く， 映 画 の よ うに 場 面 が 進 ん で い く もの と

考 え る 。 ま ず ， 主 が錫 の 城壁の 上 に 立 っ て お られ る 。 錫 の 城壁 は ， 主 が そ れ に

よ っ て イ ス ラ エ ル を囲 む堅 固 な 守 りを 意味す る と言 う。 次 に
， 主 の 手 の 中 に あ

る 錫 が 大 写 し に な り ， 全 体 が 金属 の 輝 き に 満 た さ れ る 。 こ こ で は ま だ ， 錫 は 審

判 で は な く ， む し ろ 守 りを象徴 す る 。 続 く主 の 言葉 に よ っ て 初 め て
， 審判 が 明

らか に な る 。 主 は そ の 錫 を ， 民 の た だ 中 に 置 く。 もは や 主 は 錫 に よ っ て 民 を 囲

ま な い 。 ま た ， イ ス ラ エ ル を守 る た め に 歩 か な い
。 そ の よ うに 解釈す る の で あ

る
19）

。 幻 の 中 で ， 主 の 救 い が 審 判 に 転 じ る と い う展 開 は ， 第 四 の 幻 に お い て も

同 じ だ と言 う
2°）

。 私 訳 は ， こ の 解釈 に 従 っ た
。

2 ） ア モ ス の 職務

　 a ） 先 見者 （hozeeh）

　 こ の 呼 称 に よ っ て
， ア マ ッ ヤ が ア モ ス を侮 蔑 し た の で は な い こ とは

， 明 らか

で あ る
21）

。 し か し 「先見者」 が
，

H ・ W ・ ヴ ォ ル フ の 言 うよ う に
，

一
般 の 預言

者 （nabi
’

） の 中 の ， 特 別 な カ リ ス マ を 得 た 者 へ の 厳 粛 な 呼 び 名 を 意 味 す る か

ど うか は
， 疑 わ し い

22）

。 ア マ ツ ヤ は 先見者 と呼 び か け た ア モ ス に対 し て
，

ユ ダ
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で 「預言 せ よ 」 と言 っ て お り， 先見者 と預言 者の 区別 は 判然 と し な い
。 歴代 誌

に お い て は 「ダ ビ デ の 先 見者」 （上 21 ： 9），

「王 の 先 見者」 （上25 ：5
， 下29 ：25

，

35 ： 15） と い う称 号 が見 られ ， 先 見者が 王 の 官吏 で あ っ た こ と を示 唆 す る よ う

に 見 え る が ， 資料 と して は 後代 の もの で あ る歴 代誌 に しか 現れ ない 点に 問題 が

あ る
23）

。 し か し先 見者 が
， 民 の 中で 指 導的 な 立 場 に あ っ た こ とは 疑 い え な い

（イ ザ ヤ 書29 ： 10
， 30 ： 10， ミ カ 書3 ：7）。

　 b ）　 「わ た し は 預 言者 で は な い 」

　 ア モ ス は 「預言者 で は な い 」 と言 い な が ら，

厂預言 せ よ 」 と 主 に 命 じ られ て

（15節）預 言 し て い る （13， 16節）。 そ こ で ， ア マ ツ ヤ へ の 答 え を完 了 の 意味 に

と っ て
，

「預言者で は な か っ た」 と読 む 提案
24）

， 否定詞 を独立 さ せ て 「否， わ

た し は 預言者で あ る 」 と読 む 説
25）

な どが あ る 。 しか し
一
般 的 に は ， こ れ を職業

的 預言 者 で あ る こ との 否 定 と と り， 家 畜 を飼 い
，

い ち じ く桑 を栽 培 す る とい う

生 計 を持 ち な が ら ， た だ ， 主 の 召 し に よ っ て 語 っ て い る の だ と い う主張 を読 み

取 っ て い る
26）

。 しか し
， 後述 す る よ うに

，

「もは や （職業的）預言者で は な い 」

と読む こ とが で きる の で は な い だ ろ うか 。

　 c ）　 「監 視す る もの （牛 を飼 う者 ？），
い ち じ く桑 の 世話 をす る者」

　一 般 に 「牛 を飼 う者」 と訳 され る b6qer と， （い ち じ く桑の ）世話 をす る者

b61esは い ず れ も ， 旧約聖書 に は こ の
一

回 しか 用 い られ て い な い 言葉で あ る 。

と くに 問題 が あ る の は b6qer で ， 牛 （bSqar） か ら派 生 し た 語 と し て 牛飼 い の

意 に 解 され る 。 と こ ろ が ， ア モ ス が 飼 っ て い た 「群 」 （15 節 §o
’

n） と い う の

は ， 羊や 山 羊 な ど の 小 家畜 を指す もの で ， 牛 を含 ま な い
。 そ こ で

， 字 の よ く似

た n6qed （羊の 毛 を刈 る 者 ， 1 ： 1参照 ）の 書 き 誤 りと 見 る 説
27）

， 動詞 baqar

（監 視 す る ， 観 察す る ） か ら推 して ， 監 視人 ま た は 肝 臓 占い の 兆候 を 観 察す る

もの と考 え る 解 釈
28）

等 が あ る
。 多数説 は

， ア モ ス を牛 も小 家畜 も所 有 し
，

い ち

じ く桑 を管理 す る大農家 と見 る
29）

。
い ずれ に せ よ明 白な結論 は ない

。 しか し ，

「監 視す る 」 とい う動詞 か ら派 生 し た 語 と見 る 説 を再 評 価 し た い
。

　 こ の 説 の 難点 は ， 後 に 続 く 「い ち じ く桑 の 世話 をす る者」 とい う規定 との つ

な が りが悪 くな る こ と で あ る
3°）

。 し か し ，
い ち じ く桑 の 管理 は ， 王 の 役 人 の 職
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務 に 属 す る の で あ る （歴 代 誌 27 ： 28） と すれ ば ， 両立 不 可 能で は な い
。

3． 幻 の 報告 とア モ ス
ー

ア マ ツ ヤ 物語

　ア モ ス
ー

ア マ ツ ヤ 物 語 は ， 前 後 の 文脈 （幻 の 報告） とは別 に 成 立 し
， あ とで

第三 ， 第 四 の 幻 の 報告 の 間 に差 し込 ま れ た と考 え られ て い る 。 幻 の 報 告 に お い

て は ， ア モ ス が
一

人 称 で 登 場 し ， 主 と直 接語 っ て い る の に 対 し て
， ア モ ス

ー
ア

マ ツ ヤ 物 語 は
，

ア モ ス が ア マ ッ ヤ の 命令 に対 して ， どの よ うに 答 えた か を， 三

入 称 で 物語 る の で あ り， し か も ， 物語 の 前後 に お か れ た 第三 ， 第四 の 幻 の 報告

は
， 対 に な っ て い て

， 本 来 は 直 接続 い て い た と見 られ る か らで あ る
31）

。

1 ） ア モ ス
ー

ア マ ッ ヤ 物 語

　 C ・
ハ ル トマ イ ア

ー
は ， テ キ ス ト理論 を駆 使 し て

， こ の テ キ ス トの
， 物 語 と

し て の 完結性 を強 調 す る
32）

。 方 法論 的前 提 と し て ， 彼 は ま ず ， 旧約 の 物 語 が

「書 か れ た 」 もの で あ る こ とに 注 目す る
。 そ れ は

， 読み 手 の 反応 に よ っ て 語 り

方 が変 わ ら な い と い う こ と で あ る 。 し か し ， そ れ に も関 わ らず ， 書 き手 は
， あ

る 読 み 手 を想 定 し て ， 相手 に 相 応 し くテ キ ス トを構成 し て お り， そ の 意味で ，

書 か れ た物 語 も対 話 的構造 を持 つ
。 次に

， 物語 は 過去 の こ とに 関す る の で あ っ

て ， 物語 られ る 出来事 や 行 為 は 完 結 し た もの で あ る 。 そ し て
， 物 語 られ る 出 来

事 は ， 物語 られ る 価値 の あ る もの で ある 。 こ れ らの 前提 か ら ， 旧約の 物語 の 釈

義 に つ い て ， 次の 帰結 を導 く。 す な わ ち ， 伝 え られ た物 語 テ キ ス トの み が ， ま

た
， そ れ こ そ が ， 語 り手 と ， 彼 が 想 定す る 読み 手 に 関す る 情 報を提供 す る 。 ま

た テ キ ス トを形成 す る と きの 著者 の 置 か れ た状況 が， テ キ ス トの 統
一

性 を明 ら

か に す る 鍵 に な る
。 そ し て ， 物 語 の 諸機 能 は ，

テ キ ス ト 表 面 の 構造 に 現 わ れ

る
。

と くに ヒ ブル 語 の 物語 に は
， 直接話法 が多 く， 対話的構造 が あ る こ とに注

目す る
。 さ ら に ， 物語 る 過 程 に お い て ， 読 み 手 が知 ら な い と思 わ れ る こ と は 詳

し く説 明 し ， 互 い に 了 解 し て い る 点 に つ い て は 言葉 を節 約す る傾向が あ る と い

う研究成果 か ら ， 説明 の 濃淡 に よ っ て ， 読み手 の 状 況 を 知 り うる と考 え る
33）

。

　C ・
ハ ル トマ イ ァ

ー は ， 登 場人 物 の 交代 に よ っ て 場面 を， ア マ ツ ヤ とヤ ロ ブ
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ア ム が登場 す る 10− 11節 と ， ア マ ツ ヤ とア モ ス が 前面 に 出 る 12− 17節 に 分 け，

後者 を さ ら に 役割の 交代 に よ っ て ， 12− 13節 と14− 17節 に 区 分 す る
。 そ れ ぞ れ

の 部分 に
， 登 場 人 物 問 の コ ミ ュ ニ ケ

ー
シ ョ ン が あ り，

11節 ，
15節 ， 16− 17節 に

は ，
コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン の 中に 別 の コ ミ ュ ニ ケ ー

シ ョ ン が 引用 され て い る 。 ア

マ ッ ヤ が 引用 し た ア モ ス の 言 葉 （11節） に よ れ ば ， 問題 と され て い る の は ア モ

ス の 政治的不服従 で あ る 。 ア モ ス が引用 し た 主 の 言 葉 （15節） が こ れ に 応 答 し

て お り ， 主 へ の 服従 が ， 同 時 に 政 治 的不 服 従 を起 こ し て い る こ と を 明 らか に す

る 。 ア モ ス が 引用 し た イ ス ラ エ ル の ア モ ス へ の 攻撃 （16節） は ， こ の 主 を攻撃

した こ とに な り ， そ れ に 対 し て 主 の 審判 が 語 られ る （17節）。 こ の 審判 の 言 葉

は ，
11 節 の ア モ ス の 言 葉 に 対 応 し ， 物 語 全体 を 囲 み 込 ん で い る

34）

。

　さ て
， 時 と場所 を指示 す る 要素 が 欠 け て い る の で ， こ の 物 語 に は 歴 史 的伝 記

的関心 が な い と考 え る 。 と くに 出 来事 の つ な が りは地 の 文 に 現れ る が
， 地 の 文

で 問題 に な っ て い る の は歴 史 的 関連 で は な く， ど の よ うに ア モ ス が ア マ ッ ヤ に

答 え た か とい う こ と だ け で あ る
35 ）

。 ま た ， ア マ ツ ヤ とヤ ロ ブ ァ ム に は そ れ ぞ

れ ，
ベ テ ル の 祭 司 ， イ ス ラ エ ル の 王 と い う説 明 が つ い て い る の に ， ア モ ス は ，

名前 だ け で 登 場 す る の で
， 読 み 手 は ア モ ス に つ い て 説 明 の い ら な い 彼 の 味 方 で

あ っ て ， 上 述 の コ ミ ュ ニ ケ ー
シ ョ ン の つ な が りか らす れ ば ， 主 へ の 服 従 が 政 治

的 不 服従 に な ら ざ る を得 な い と い う状況 に 置 か れ て い る と考 え られ る
36 ）

。

2 ）幻 の 報告 と物語

　問題 は ， し か し ， な ぜ こ の 物語 が ， ま さ に こ の 場所 に 置か れ て い る か と い う

こ と ， そ し て ， 物 語 が元 来独立 し た もの で あ っ た と し て も，
こ の 箇所 に 入れ ら

れ た と き に
， 文 脈 に 対 応 し て

， 形 を変 え た の で は な い か とい う こ と で あ る 。
つ

ま り
， 今 あ る 文脈 の 中で

， 物 語 は 自己完結 す る か とい う問 題 で あ る 。

　ア モ ス
ー

ア マ ッ ヤ 物語 と幻 の 報告 の 間 に
， 有 機 的 な つ な が りが あ る こ と を示

す 要 素 が
，

い くつ か あ る 。 まず ， 第三 の 幻 の 末尾 （9 節 ） と ， ア マ ツ ヤ に 引用

され たア モ ス の 預言 （11節） の 一
致 で あ る 。

　 　 　 　 　 　 そ し て イ サ ク の 諸 々 の 高き所は ， 荒 らされ ，
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そ して わ た しは ヤ V プ ア ム の 家に対 して 剣を もっ て 立 つ
。 （9 節）

こ の よ うに ア モ ス は 言 っ た の で す 。

　 剣で ヤ ロ ブア ム は死 ぬ 。

そ し て イ ス ラ エ ル は必 ず そ の 地 か ら追わ れ る 。 （11節）

　 9 節冒頭 に 現 わ れ る 「イ サ ク 」 は
，

16節 に もあ り， し か も， ア モ ス 書 で は こ

こ に し か 出 て こ な い
。 H ・W ・ ヴ ォ ル フ は ，

9 節 を ， 物 語 を幻 に 結 び 付 け る た

め に ， 物 語 に 対応 す る 要 素 を付加 した も の だ と考 え る が
37）

，
7 − 8 節 に 対 し て ，

9 節 を二 次的 な 付加 で あ る とす べ き決 定 的 な理 由 は な い
。

　 よ り重 要 な キ ー
ワ

ー ドは ，

「わ が民 イ ス ラ エ ル 」 （7 ： 8
，

15
，
8 ： 2）で あ る 。

こ の 語は
， ア モ ス で は ほ か に 9 ： 14に しか な く （9 ： 10 「わ が 民 」）， 第三 の 幻 ，

物 語 ， 第 四 の 幻 に 続 け て 現 わ れ る の は ， 顕著 な こ と で あ る 。 し か も ， 三 箇所 と

も， テ キ ス トの 中心 に 位置 し， 決定的転 回点 をな す もの で あ る 。

　 　 見 よ ， わ た しは 錫 を置 く。
わ が 民 イ ス ラ エ ル の た だ なか に 。 （7 ： 8）

　　 行 け 。 わ が民 イ ス ラ エ ル に預 言 せ よ 。 　　　　　　　　　 （7 ； 15）

　 　 終 わ り （ケ
ー

ツ ） が ， わ が 民 イ ス ラ エ ル に 来 る 。 　　 　 　 （8 ： 2）

　前述 し た 第三 の 幻 の 特 殊 性 と照 ら し合わ せ る と，

「わ が 民 イ ス ラ エ ル に 預言

せ よ」 とい う主 の ア モ ス に 対 す る 委 託 は
， 主 が 「錫 を 置 く ， わ が 民 イ ス ラ エ ル

の た だ 中に 」 と言 わ れ ， ア モ ス の 抗弁が ， も は や 不 可能 に な っ た こ と に 即応 し

て い る と考 え る の が 自然 で あ る 。 そ し て ， 主 が 「イ ス ラ エ ル の た だ 中 に 」 錫 を

置 か れ た と き， ア モ ス は 「イ ス ラ エ ル の 家 の た だ 中で 」 陰謀 を企 ん だ こ と に な

る の で あ る （10節 ）。

　第 三 の 幻 に お い て ， 主 ご 自身 が 映 像 の 中 に 姿 を現 し た も う。 そ こ で 主 の 最 終

的 決定 が 明 らか に され る 。 ア モ ス
ー

ア マ ッ ヤ 物語 は ， 主 の 最終決定 に 接 し た ア

モ ス 自身 と ， ア マ ツ ヤ に 代表 され る イ ス ラ エ ル 王 国 の 反応 を描 き出 す 。 第 四 の

幻 は ， テ キ ス トの 形 に お い て は 第 三 と対 を な す が
， も は や 主 は 背 景 に 退 か れ ，

最終決定 を確認す る だ け で あ る
。

こ う し て み る と ， ア モ ス
ー

ア マ ツ ヤ 物 語 は ，

対 を な す 第 三 と第 四 の 報 告 の 間 に 割 り込 ん だ の で は な く， 第 三 の 幻 の 後 に 固有

の 場 を持 つ の で あ っ て
， 最終決 定（幻 ）

一
それ に 対 す る 反応（物 語）一 確認 （幻）と
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い う展 開の 中に置か れ て い る と見 られ る の で あ る 。

4． ア モ ス の 職 務

　C ・
ハ ル トマ イ ア ー は ， 物 語 の 中 で

， ア モ ス が 説 明 無 し に ， 名 前だ け で 登 場

す る こ とに 注 目 し
， 読 み 手 の 立 場 を推測 し た が ， ア モ ス の 名 が初 め に 出て くる

の は ， し か し ， 地 の 文 に で は な く ， ア マ ツ ヤ が ヤ ロ ブ ァ ム に 宛 て た 言 葉 の 中に

で あ る
。

こ こ に も う一
つ の 理 解 が 可 能 と な る 。 す な わ ち ， ア マ ツ ヤ が ヤ ロ ブ ァ

ム に 向か っ て ， 初 め か らア モ ス を名前 で 指示 し示 す こ と に よ っ て
， 読者は ， ア

マ ッ ヤ と ヤ ロ ブ ア ム の 間 で も， ア モ ス が知 ら れ て い た こ と を ， 暗黙 の うち に 前

提 とす る よ うに な る の で あ る 。 そ れ が
， 書 き手 の 意図 で あ ろ う。 ア マ ツ ヤ は ア

モ ス を先 見者 と呼 ぶ
。

こ れ は ， ア モ ス が イ ス ラ エ ル の た だ 中で 語 っ た 言 葉 を聞

い て
， 彼 を先見 者 と評価 し た

38）
の で は な く， む し ろ ア モ ス が， 先 見者 な い しは

預 言 者 と し て 認 知 され て い た こ と を示 す と考 え られ る 。

「監 視 入 」，

厂い ち じ く桑 を世話 す る 者」 と い うの は 何 で あ っ た か ， 明確 な答 え

は ない が
， 公 的 な 職 務 で あ っ た こ と は 考 え うる 。 そ う した 役 人 で あ り な が らの

彼 は 先 見者 な い し は預 言者 の 働 き を し て い た の で は な い か
。

　多 くの 学説 は ， ア モ ス が 主 に 「群 の 後 ろ か ら取 られ た 」 の が ， 彼 の 預 言者活

動 の そ もそ も の 始 ま りで あ っ て ， 四 つ の 幻 は ， そ の 後 に 見 た の だ と理 解 す る 。

K ・ コ ッ ホ もそ う考 え る が
， 彼 の 場 合 ， 召 命 とい う事件 は

一 時 に ， 急激 に 起 こ

る も の とは 見 な い
。 ア モ ス が 「群 の 後 ろ か ら」 取 られ て ， 初 め の 二 っ の 幻 を見

た 後 ， よ うや く到達 し た 召命 が第三 の 幻 の 内容 で あ っ て ， そ れ ゆ え ， 初 め の 二

つ の 幻 に 即応 す る 内 容 の 言葉 は ， ア モ ス 書 に は な い と言 うの で あ る
39）

。 こ れ は

優 れ た考 え方 で あ る が ， 前 述 の よ うに ， 第三 の 幻 こ そ ・
「群 の 後 ろ か ら」 取 ら

れ て 厂預言せ よ 」 と命 じ られ た状 況 を示 す 。 そ れ 以前 に 彼 は ， 公 に 知 られ た 先

見 者 ， ま た は 預言 者 で あ っ て ， そ の 職務 は ， 王 国 の た め に 執 り成 し を し
，

王 国

の た め に預 言 す る こ とで あ っ た 。 第
一

， 第二 の 幻 は ， そ う し た職務 を表 して い

よ う。 そ れ が か な わ な く な っ て ， 彼 は ， た だ 主 の 命 令 に よ り （15節）， 全 く新

し い 言 葉 で 預 言 す る の で あ る
4 °）

。 そ れ は ， 彼 自身 そ うで あ っ た ， 従来 の 預言 者
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の 範疇 に は お さま らな い こ とで あ る 。 そ れ ゆ え ， ア モ ス の ア マ ツ ヤ へ の 答 え は ，

「もは や 預 言 者 で は な い 」 と言 っ た の だ と理 解す る 。 も は や 王 国 の た め に 語 る

こ と は で き な い
。 主 の 最終決定 が 下 され た か らで あ る 。

「群 の 後 ろ か ら取 られ る 」 とい うの は ， 重大 な 職務 に 石 され る こ との 隠喩的表

現 と言 っ て よ い の で は な い か （出 エ ジ プ ト記 3 ： 1
， サ ム エ ル 記 下 7 ： 8）。

　 ア マ ツ ヤ に 代 表 され る イ ス ラ エ ル 王 国 は ， 主 の 新 し い 決 定 に 拒 絶 を 示 す 。

7 ： 17 に ア マ ツ ヤ に 対 す る裁 きが 記 され る が
， こ れ は ， ア マ ッ ヤ とい う個 人 に

対 す る も の で な く， 王 国 の 祭司 とい う職務 を担 い
， 聖 所 で 王 国 の 意志 を代表 す

る も の と し て 裁 か れ た の で あ る 。 ア モ ス に と っ て は ，
い わ ば 主 の 委 託 が 変更 さ

れ た の だ が
， そ の と き彼 は ， 王 国 の 滅 び を語 る とい う新 し い 委 託 を ， 拒絶す る

こ と は で き な か っ た 。 こ の 委 託 は も は や ， 旧来 の 預 言 者 の 範疇 に お さ ま る も の

で は な く ， そ れ ゆ え ， 彼 は 旧来の 預言者 と し て ， そ の 職務 に 留 ま る こ とは で き

な か っ た の で あ る 。
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1−58頁 。

2）　前 掲橋 本 202頁， 田 中舘 204頁 ， 鈴木 21− 2頁 。

3）　 「裁判官 の 良心 が主観 的 な もの か 客観的 な もの か とい う争 い が あ りますが ，法 と

　　い うも の は客観的 に 妥当す る も の で な けれ ば な らな い
。 そ の 法 を実現 す る た めの

　　良心 で あ る とい う意味で は ， 裁 判官 の 良心 は客観的 で な け れ ばな りませ ん
。 しか

　 　 し な が ら 良心 とい う以 上 は ， こ れ は い うま で もな く ， 本来 ， 根 本 的 に 見 て 主観 的

　 　 な もの で す 。

… …で す か ら裁判官 は 自分 の 内 な る 良心 に か ん が み て ど うすれ ば法

　 　 を客 観的 に 最 も妥 当 な も の と して 解釈 し て 行 くか ， 適用 し て 行 くか とい うこ と を

　　考 え る わ けで あ ります 。

…… そ の 場合 に は ， 主 観的 とい うよ りは ， む しろ 主 体的

　　 と い う こ とば の ほ うが よ ろ し い で し ょ う。」 団藤前 掲395 −6頁 。
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4）　橋本前 掲 203頁 。

5）　 ラ ー トブ ル フ 前掲 224 頁 。
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『
申命記 の 文 献的研究 』 日本基 督教団 出版局 ， 1987年

　　 303頁 以 下 ，
534−8頁参 照 。 そ の ほ か ，

「主 が油注がれ た 者に手 をか け て は な ら な
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，
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一

件 （列

　　 王 記 下 5 ： 17−19）等 は 興味深 い
。
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　　 Existenz
，　 G6ttingen

，
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，
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， 木幡藤子

　　 訳）
『
預言者 1』 教文館 ，

1990 年 ，
84頁参照 。

8） H ．W ．　Wolff
，
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，
　S．341．

9）　そ の 他 の 本文 上 ， 釈義 上 の 問題 に つ い て は ， 諸注解書参照 。 特 に 7 ： 1の wehayah

　　
’im の 読み の 問題 や ， 4 節 の leribの 理解 な ど

。
　 H ，W ，　Wolff

，
　a ．a ．O ．

，
　S．347 £

10） H ．W ．　Wolff，
　a ．a ．0 ．

，
　S．348　f．

11）　ヴル ガ タ は それ ゆえ ，
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。

12）　F ．1．Andersen1DN ．　 Freedlnan
，
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，
　New 　 York　 u ．a ．

，
1989

，
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　 　 618．
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14）　 K ． コ ッ ホ 前掲 83頁参照 。 ま た第 三 の 幻 に は ，

「わ が 主 YHWH 」 とい う呼 び 名

　　 は登 場 しな い が ， 厂わ が主 」 と 「YHWH 」 が
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。

こ れ も第三 の 幻 に特有の こ とで あ る
。
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，
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様 に解釈 し ない の は
，

　　 F．1．Andersen1D ．N ．　 Freedman
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　a ．a ．O ．，　 S．758　f． しか し同 じ テ キ ス ト内で 様 々

　　 な意味 を見 る の は 無理 で あ る。
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，
　 S．23ff．
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　　 IKP −FQrschungsberichte　6511
，
　Hamburg

，
1977

，
159− 274．
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36）　C．Hardmeier
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，
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38）　 K ． コ ッ ホ 前掲80頁 。
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