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理
解
﹀
と
い
っ
た
も
の
も
本
質
的
に
帰
属
し
て
く
る
。

と
こ
ろ
で
近
年
、
幾
人
か
の
カ
ト
リ
ッ
ク
・
キ
リ
ス
ト

教
の
宗
教
哲
学
者
︵
例
え
ば
、Jean G

reisch, 1942–; Jean-

Luc M
arion, 1946–

︶
や
神
学
者
︵
例
え
ば
、Edw

ard 

Schillebeeckx, 1914–2009

︶
は
、〈
普
遍
的
神
性
﹀
へ
向
け
て

の
問
い
を
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
を
通
し
て
啓
示
さ
れ
た
神
と
の

根
本
相
関
に
お
い
て
問
い
直
す
問
題
構
制
を
開
拓
し
つ
つ
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
思
想
傾
向
に
お
い
て
は
、︵
特
に
ド
イ
ツ
・
フ
ラ
ン

ス
の
現
象
学
運
動
の
発
展
路
線
を
通
し
て
︶
経
験
の
深
層
次
元

が
開
墾
さ
れ
ゆ
く
と
共
に
、
経
験
と
い
う
言
葉
で
意
味
表
示
さ

は
じ
め
に

東
西
の
宗
教
思
想
の
諸
伝
統
に
お
い
て
は
、
際
立
っ
た
意
味

規
定
の
下
で
〈
宗
教
経
験
﹀
と
呼
べ
る
も
の
が
認
定
さ
れ
、
各

伝
統
の
言
語
的
︲
実
践
的
な
宗
教
伝
承
の
形
成
及
び
継
続
・
発

展
に
と
っ
て
の
霊
性
も
し
く
は
行
と
の
一
体
性
を
成
す
固
有
か

つ
本
質
的
な
様
式
が
存
す
る
と
確
信
さ
れ
て
い
る
。︵
総
括
的
に

一
つ
の
宗
教
的
伝
統
と
見
做
さ
れ
た
場
合
の
︶
キ
リ
ス
ト
教
を

例
に
と
っ
て
も
、
そ
の
宗
教
性
の
刷
新
と
︵
時
代
の
推
移
に
お

け
る
歴
史
的
生
の
脈
絡
化
を
通
し
て
の
︶
展
開
に
は
、
そ
の
宗

教
的
生
の
在
り
方
に
固
有
で
常
に
源
泉
と
な
る
一
定
の
〈
経
験

〈
自
己
の
在
り
処
の
深
層
﹀
を
開
示
す
る
宗
教
経
験
の
構
造

―
― 

エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
の
神
秘
思
想
に
開
顕
す
る
〈
神
経
験
の
直
接
性
﹀
と
二
十
世
紀 

ト
ミ
ズ
ム
に
於
け
る　
〈
超
越
論
的
経
験
の
自
己
媒
介
性
﹀
を
手
引
き
と
し
て
―
―

長
町 

裕
司
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れ
る〈
人
間
存
在
が
成
り
立
つ
原
事
態
﹀が
改
め
て
問
題
化
さ
れ
、

そ
の
上
で
人
間
的
生
が
根
本
的
に
自
ら
を
自
覚
す
る
卓
越
し
た

媒
質
と
し
て
の
宗
教
性
出
現
︵
開
顕
︶
の
在
り
処
が
遡
及
的
に

問
い
求
め
ら
れ
る
思
索
が
胎
動
期
に
あ
る
と
言
え
る
。
そ
の
よ

う
な
媒
質
出
現
が
思
惟
を
通
し
て
自
己
解
明
へ
と
も
た
ら
さ
れ

る
際
に
は
、
人
間
的
生
を
そ
の
本
源
的
な
在
り
処
へ
と
連
れ
戻

す
直
接
性
と
自
ら
に
於
い
て
覚
醒
す
る
生
動
性
か
ら
の
媒
介
生

成
と
の
緊
張
を
孕
ん
だ
問
題
構
制
が
焦
眉
の
的
に
な
る
と
考
え

ら
れ
る
。

然
る
に
本
稿
で
は
、
上
述
し
た
よ
う
な
思
索
の
境
位
は
問
題

背
景
に
留
め
置
き
、
キ
リ
ス
ト
教
的
宗
教
性
の
脈
動
か
ら
今
日

の
思
想
状
況
に
向
け
て
照
射
す
る
内
実
的
意
義
を
有
す
る
こ
と

に
な
る
、
よ
り
〈
古
典
的
な
宗
教
経
験
理
解
﹀
を
主
題
的
に
呈

示
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
。
そ
う
す
る
こ
と
を
以
て
、
現
今
の

先
鋭
的
な
キ
リ
ス
ト
教
的
宗
教
思
想
︵
現
象
学
に
お
け
る
い
わ

ゆ
る
〈
神
学
的
転
回
﹀
も
含
む
︶
が
進
展
し
得
た
土
壌
に
も
一

定
の
光
が
当
て
ら
れ
得
る
し
、
ま
た
東
洋
の
伝
統
か
ら
の
宗
教

性
と
の
対
話
的
生
産
性
に
お
い
て
宗
教
経
験
の
本
質
契
機
に
つ

い
て
一
層
思
索
を
深
め
る
こ
と
が
で
き
る
と
思
わ
れ
る
か
ら
で

あ
る
。
以
下
、
第
一
の
ス
テ
ー
ジ
で
は
、
キ
リ
ス
ト
教
神
秘
思

想
の
普
遍
的
直
接
性
の
立
場
が
〈
ド
イ
ツ
神
秘
主
義
﹀
と
い
う

最
も
深
化
さ
れ
顕
現
化
し
た
形
で
結
実
し
た
様
相
を
、
マ
イ
ス

タ
ー
・
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
︵Eckhart von H

ochheim
, ca. 1260–

1328

︶
の
霊
的
躍
動
の
言
語
表
明
と
思
考
鉱
脈
か
ら
問
い
返
し
捉

え
直
し
て
み
た
い
。
キ
リ
ス
ト
教
の
伝
統
的
教
義
に
お
い
て
も

信
仰
実
践
に
と
っ
て
も
、
救
い
の
絶
対
的
仲
介
者
へ
の
信
仰
告

白
、
教
会
存
在
の
信
仰
媒
介
的
機
能
、
使
徒
伝
承
の
正
統
な
継

承
と
い
っ
た
﹁
間
接
性
の
諸
契
機
﹂
は
本
質
的
要
素
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
こ
の
よ
う
な
間
接
的
諸
契
機
の
枠
組
み
を
本
質
的

要
素
と
し
て
含
み
な
が
ら
、
そ
の
枠
組
み
を
超
え
出
る
キ
リ
ス

ト
教
神
秘
思
想
に
固
有
な
直
接
性
の
立
場
が
成
立
し
て
く
る
の

で
あ
る
。
こ
こ
で
〈
直
接
性
の
立
場
﹀
が
意
味
す
る
の
は
、︵
キ

リ
ス
ト
教
信
仰
が
指
示
す
る
︶
神
の
経
験
が
成
立
す
る
在
り
処

を
開
設
す
る
直
接
性
と
い
う
問
題
で
あ
る
と
共
に
、
凡
そ
信
仰

さ
れ
一
定
の
了
解
内
容
を
も
伴
っ
て
志
向
さ
れ
る
〈
神
﹀
に
と

っ
て
も
人
間
の
精
神
的
営
為
に
と
っ
て
も
一
体
的
に
原
︲
根
底

︵U
r-G

rund
︶
で
あ
る
と
こ
ろ
の
無
形
無
相
な
る
普
遍
的
神
性

へ
の
突
破
に
於
け
る
直
接
性
で
も
あ
る
の
で
あ
る
。
更
に
二
十
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世
紀
の
カ
ト
リ
ッ
ク
・
キ
リ
ス
ト
教
思
想
の
内
部
か
ら
ト
マ
ス
・

ア
ク
ィ
ナ
ス
︵1225–1274

︶
の
哲
学
的
遺
産
を
刷
新
的
に
解
釈

す
る
思
潮
が
生
ま
れ
た
が
、
そ
の
中
で
本
稿
の
第
二
の
ス
テ
ー

ジ
で
は
、
西
欧
近
代
以
降
の
哲
学
的
問
題
構
制
を
摂
取
し
つ
つ

含
蓄
豊
か
な
ト
マ
ス
の
認
識
︲
精
神
形
而
上
学
を
積
極
的
な
対

話
関
係
に
お
い
て
現
代
的
問
い
の
諸
次
元
へ
と
開
い
た
試
み
に

注
目
す
る
。
こ
の
思
索
的
動
向
は
、
ベ
ル
ギ
ー
の
イ
エ
ズ
ス
会

士
ヨ
ゼ
フ
・
マ
レ
シ
ャ
ル
︵Joseph M

aréchal, 1878–1944

︶
の

ト
マ
ス
解
釈
を
継
承
し
て
、
い
わ
ゆ
る
〈
超
越
論
的
ト
ミ
ズ

ム
﹀
の
系
譜
を
形
成
し
た
の
で
あ
り
、
第
二
次
世
界
大
戦
の
前

後
に
ド
イ
ツ
の
カ
ト
リ
ッ
ク
系
思
想
家
・
哲
学
者
た
ち
︵K

arl 

R
ahner, 1904–1984; Johannes Baptist Lotz, 1903–1992; M

ax 

M
üller, 1906–1994, G

ustav Siew
erth, 1903–1963 

等
︶
を
通
し

て
発
展
・
深
化
さ
れ
た
。
キ
リ
ス
ト
教
的
な
刻
印
を
受
け
た
意

味
規
定
の
下
に
で
は
あ
る
が
、
宗
教
経
験
を
理
解
す
る
構
造
モ

デ
ル
と
し
て
〈
超
越
論
的
経
験
と
そ
の
媒
介
性
﹀
と
定
式
化
で

き
る
思
考
要
因
が
際
立
っ
て
明
示
的
に
こ
の
思
想
系
譜
に
見
い

だ
さ
れ
、
立
ち
入
っ
て
主
題
的
に
取
り
上
げ
問
題
化
し
て
み
た

い
。
最
後
に
、
本
稿
を
締
め
括
る
考
察
と
し
て
、︽
宗
教
経
験
に

於
け
る
直
接
性
〈
と
﹀
媒
介
性
︾
を
改
め
て
問
い
直
し
省
察
す

る
こ
と
に
す
る
。

マ 

イ
ス
タ
ー
・
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
に
お
け
る 

〈
神
経
験
の
直
接
性
﹀

エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
の
〈
神
経
験
﹀
と
そ
の
言
語
化
に
つ
い
て
―

そ
れ
こ
そ
、
そ
れ
自
体
を
主
題
と
す
る
仕
方
で
〈
直
接
的
﹀
に

―
語
ろ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
分
厚
い
一
冊
の
研
究
書
を
も
っ
て

し
て
も
、
到
底
そ
の
深
部
に
至
る
論
述
を
成
し
遂
げ
る
こ
と
は

困
難
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
は
、
キ
リ
ス
ト
教
霊
性
史
上
の
問
題

脈
絡
や
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
の
思
想
的
境
涯
の
下
で
特
徴
的
な
神
理

解
の
表
明
に
至
る
影
響
作
用
史
的
連
関
を
同
時
に
解
明
し
て
ゆ

く
努
力
が
必
要
と
さ
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
こ
こ
で
の
追
究
は
、
以

下
の
方
向
意
味
︵R

ichtungssinn

︶
に
定
位
し
た
解
釈
学
的
呈

示
に
限
定
さ
れ
ざ
る
を
得
な
い
。
す
な
わ
ち
、︵
一
︶
エ
ッ
ク

ハ
ル
ト
の
テ
キ
ス
ト
に
お
い
て
言
語
的
に
表
明
さ
れ
た
独
創
的

な
神
経
験
の
布
置
︵K

onstellation

︶
と
相
即
す
る
︽
直
接
性
︾

の
在
り
様
は
、
ど
の
よ
う
に
追
思
惟
可
能
な
の
か
、
そ
し
て

︵
二
︶
そ
の
際
に
一
定
の
意
味
規
定
を
獲
得
す
る
〈
宗
教
経
験
の
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直
接
性
﹀
が
成
立
す
る
在
り
処
は
、
如
何
に
究
明
が
な
さ
れ
て

い
る
の
か
、
と
い
う
二
重
性
を
有
す
る
問
い
に
先
導
さ
れ
る
限

り
で
の
言
述
に
従
事
す
る
こ
と
に
な
る
。
上
記
の
ご
と
く
問
い

を
明
示
的
に
設
定
し
た
上
で
、
先
ず
は
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
に
特
徴

的
な
思
考
要
因
を
内
含
す
る
諸
問
題
群
を
開
陳
し
て
ゆ
く
た
め

に
、
彼
の
ド
イ
ツ
語
説
教 N

r. 16 b 

﹀Q
uasi vas auri solidum

 

ornatum
 om

ni lapide pretioso. ( Eccli. 50, 10 )

〈︻
あ
ら
ゆ
る

宝
石
を
散
り
ば
め
た
堅
固
な
黄
金
の
器
の
ご
と
く
に
︵
シ
ラ
書

五
十
章
十
節
︶︼ 

を
手
引
き
と
す
る
解
釈
を
呈
示
す
る
。 

 

魂
に
そ
の
本
性
の
最
内
奥
に
於
い
て
刻
み
込
ま
れ
て
い

る
神
の
単
純
な
像
︵daz einvaltic götlîche bilde
︻im

ago 

D
ei

︼︶
は
、
直
接
的
︲
無
媒
介
に
受
容
さ
れ
て
い
る
こ
と
を

あ
な
た
は
知
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
〔
神
的
な
〕

本
性
の
内
に
あ
る
最
も
内
的
な
も
の
及
び
最
も
高
貴
な
も

の
は
、
魂
の
像
の
中
へ
と
正
に
最
も
固
有
・
本
来
的
に
像

化
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
か
つ
て
わ
た
し
が
述
べ
た
よ
う
に
、

そ
の
際
に
は
意
志
も
知
恵
も
仲
介
︵m

ittel

︶
で
は
な
い
。

こ
こ
で
も
し
知
恵
が
仲
介
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
仲
介

は
像
そ
れ
自
体
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
神
は
仲
介
・
媒
介
な

し
に
︵âne m

ittel

︶
像
の
中
に
あ
り
、
そ
し
て
像
は
仲
介
・

媒
介
な
し
に
神
の
内
に
あ
る
。
け
れ
ど
も
神
は
、
像
が
神

の
内
に
あ
る
よ
り
は
は
る
か
に
高
貴
な
る
様
式
に
お
い
て
、

像
の
中
に
あ
る
．
こ
こ
で
魂
は
、
創
造
者
で
あ
る
こ
と
と

し
て
神
を
受
け
入
れ
る
の
で
は
な
く
、
理
性
的
な
本
質
存

在
で
あ
る
者
と
し
て
神
を
受
け
取
る
の
で
あ
る
︵dw

 i, S. 

268 Z. 3–10. 〔
〕
内
は
筆
者
の
補
記)

。

こ
の
テ
キ
ス
ト
は
先
ず
第
一
に
、
人
間
の
魂
の
根
柢
を
成
す

〈
生
け
る
神
の
像 im

ago

﹀
が
﹁
神
か
ら
の
無
媒
介
な
直
接
性
﹂

に
お
い
て
存
立
し
て
い
る
こ
と
を
述
べ
る
。
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
の

こ
の
思
考
要
因
は
、
同
じ
く
ド
ミ
ニ
コ
修
道
会
の
先
輩
に
し
て

上
司
で
も
あ
っ
た
フ
ラ
イ
ベ
ル
ク
の
デ
ィ
ー
ト
リ
ッ
ヒ
︵D

iet-

rich von Freiberg, ca. 1240–1318/1320 

︶
が
そ
の
厳
密
に
哲
学

的
な
著
作
に
お
い
て
も
神
学
論
文
に
お
い
て
も
展
開
し
た
﹁
人

間
の
魂
に
内
在
的
な
知
性
的
活
動
本
質
﹂
の
思
想
的
系
譜
を
継

承
・
発
展
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
。
但
し
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
の
諸

著
作
︵
特
に
そ
の
多
数
か
ら
な
る
ド
イ
ツ
語
説
教
と
幾
つ
か
の

ド
イ
ツ
語
論
考
︶
は
、
人
間
の
魂
の
根
柢
か
ら
神
性
へ
の
突
破

︵D
urchbrechen

︶
が
開
顕
す
る
霊
的
躍
動
︵
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
︶
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を
言
語
表
現
の
極
限
的
可
能
性
に
挑
戦
し
つ
つ
説
き
起
こ
す
点

に
独
創
性
が
見
ら
れ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
、
上
掲
の
引
用
と
そ
れ

に
続
く
部
分
を
更
に
綿
密
に
解
釈
し
つ
つ
、
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
が

人
間
の
魂
に
開
か
れ
る
知
性
的
活
動
本
質
に
生
起
す
る﹁︻
神
の
︼

像
の
同
等
性
︵glîcheit

︶
に
於
け
る
覚
知
﹂︵ebd., S. 269 Z. 1

︶

と
表
明
す
る
〈
神
経
験
の
直
接
性
﹀
を
明
ら
か
に
し
て
ゆ
く
。

厳
密
な
意
味
で
像
︵Bild, im

ago

︶
の
存
立
理
拠
〔
本
テ
キ

ス
ト
の
表
現
で
は
、﹁
像
は
、
自
分
自
身
か
ら
の
も
の
で
は
な

く
、
自
分
自
身
の
た
め
の
も
の
で
も
な
い
。〔
…
〕
像
は
そ
の
存

在
を
そ
れ
が
派
生
し
た
も
の
か
ら
仲
介
な
し
に
受
け
取
り
、
そ

の
元
の
も
の
と
一
つ
の
存
在
を
有
し
、同
じ
存
在
で
あ
る
﹂︵dw

 

i, S. 269 Z. 2–3; 6–8.

︶〕
に
つ
い
て
は
、
ラ
テ
ン
語
著
作
に
よ

り
詳
細
な
考
究
と
開
陳
が
見
い
だ
さ
れ
る
が
︵
特
に
、Serm

o 

xlix, 2–3 n. 509–512

〔lw
 iv,S. 424–427

〕; In Sap n. 143
〔lw

 

ii, S. 480–481

〕; In Ioh n. 23–26

〔lw
 iii,S. 19 Z. 3–S. 21 Z. 5 1

〕︶、

ド
イ
ツ
語
説
教
群
を
通
し
て
〈
神
と
の
直
接
性
か
ら
の
み
開
基

さ
れ
る
魂
の
根
柢
﹀
は
一
層
鮮
明
に
言
語
化
を
見
出
す
。
上
掲

引
用
箇
所
で
﹁
仲
介
な
し
に
﹂
更
に
﹁
知
恵
も
意
志
も
仲
介
で

は
な
い
﹂
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
は
、
像
が
﹁︻
神
的
︼
本
性
か

ら
の
最
初
の
突
出
﹂︵der êrste ûzbruch ûz der nature, dw

 i, 

S. 266 Z. 9

︶
に
お
い
て
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
に
本
性
に
お
け
る

同
等
性
︵cf. 

ド
イ
ツ
語
説
教 N

r. 12; N
r. 51; N

r. 69

︶
は
知
恵
に

も
意
志
に
も
先
行
す
る
か
ら
で
あ
る
。
意
志
に
目
的
性
を
与
え

る
の
は
像
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
意
志
は
像
に
従
う
。
も
し
知
恵

が
仲
介
す
る
も
の
で
あ
り
得
る
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
神
の

永
遠
の
知
恵
で
あ
る
神
の
こ
と
ば
で
あ
り
、
こ
の
始
原
的
こ
と

ば
と
は
像
そ
の
も
の
と
し
て
活
生
す
る
と
こ
ろ
の
も
の
に
他
な

ら
な
い
の
で
あ
る
︵cf. 

ド
イ
ツ
語
説
教N

r. 69

︶。

さ
て
、﹁
神
は
、
像
が
神
の
内
に
あ
る
よ
り
は
は
る
か
に
高
貴

な
る
様
式
に
お
い
て
、
像
の
中
に
あ
る
﹂
と
は
如
何
な
る
事
態

を
指
示
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
？
﹁
神
の
内
に
﹂
成
立
す
る

像
は
、
神
自
身
の
原
︲
像
︵U

r-bild

︶
と
し
て
、
神
自
身
の
座

で
あ
る
一
性
か
ら
生
ま
れ
た
︵
＝
発
出
・
流
出
し
た
︶〈
純
粋
無

垢
な
る
﹀
同
等
性
に
お
い
て
存
立
し
、
一
性
の
外
へ
出
る
こ
と

な
く
︵
＝
一
性
の
う
ち
に
留
ま
り
︶、﹁
同
等
性
は
一
性
の
う
ち

に
の
み
安
ら
う
﹂︵cf. In Ioh n. 557; 558

︶。
然
る
に
人
間
の
魂

の
境
涯
と
は
、原
像
︵U

rbild

︶
に
於
け
る
︵
そ
の
根
源
で
あ
る
︶

神
と
の
始
原
的
一
致
を
回
帰
的
に
回
復
す
る
の
み
な
ら
ず2

、
純
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粋
な
﹁
一
﹂
で
あ
る
神
性
の
境
域
︵Elem

ent

︶
へ
と
自
ら
の
在

り
処
を
貫
徹
す
る
脱
自
的
な
突
破
動
性
の
高
貴
さ
を
真
景
と
す

る
。
こ
の
離
脱
︵abegescheidenheit

︶
動
性
の
開
花
が
終
極
す

る
と
こ
ろ
の
無
形
無
相
な
る
唯
一
の
﹁︻
形
成
さ
れ
た
︼
像
な
き

像
に
お
い
て
神
は
在
る
﹂。
以
上
の
よ
う
に
語
り
出
さ
れ
る
事
態

連
関
に
つ
い
て
、﹁
こ
こ
で
魂
は
、
創
造
者
で
あ
る
こ
と
と
し
て

神
を
受
け
入
れ
る
の
で
は
な
く
、
理
性
的
な
本
質
存
在
で
あ
る

者
と
し
て
神
を
受
け
取
る
﹂
と
述
べ
ら
れ
る
意
味
を
以
下
で
更

に
究
明
し
つ
つ
、〈
神
経
験
の
直
接
性
の
開
基
﹀
に
つ
い
て
解
釈

を
敷
衍
す
べ
き
で
あ
る
が
、
上
述
の
考
究
段
階
と
連
繋
し
て
ド

イ
ツ
語
説
教 N

r. 52

の
末
部
で
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
が
次
の
よ
う
に

確
言
し
て
い
る
の
を
引
照
し
て
お
き
た
い
。

或
る
偉
大
な
る
師
に
よ
る
と
、
彼
の
突
破
︵durchbrechen
︶

は
彼
の
流
出
︵ûzvliezen

︶
よ
り
も
高
貴
で
あ
る
と
い
う
。

そ
し
て
、
こ
れ
は
真
理
で
あ
る
。
わ
た
し
が
神
か
ら
流
れ

出
た
と
き
、
す
べ
て
の
も
の
は
﹁
神
は
そ
の
方
で
あ
る
﹂

と
言
っ
た
。
こ
こ
で
わ
た
し
は
わ
た
し
を
被
造
物
と
し
て

認
識
し
て
い
る
の
で
、
こ
れ
は
わ
た
し
を
至
福
に
す
る
こ

と
は
で
き
な
い
。
そ
れ
よ
り
も
、
わ
た
し
が
わ
た
し
自
身

の
意
志
、
神
の
意
志
、
神
の
業
の
一
切
、
神
ご
自
身
か
ら

自
由
で
あ
る
と
こ
ろ
、
つ
ま
り
突
破
に
お
い
て
わ
た
し
は

す
べ
て
の
被
造
物
の
上
に
あ
り
、
そ
し
て
わ
た
し
は
神
で

も
な
く
、
被
造
物
で
も
な
く
、
わ
た
し
は
わ
た
し
が
在
っ

た
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
り
、
今
も
永
遠
に
在
り
続
け
る
も

の
な
の
で
あ
る
︵dw

 II, S. 504 Z. 4–S. 505 Z. 1

︶。

﹁
一
﹂ 

で
あ
る
神
性
と
の
同
等
性
︵glîcheit; G

leichheit

︶
が

人
間
の
精
神
的
魂
の
内
部
か
ら
開
示
さ
れ
る
場
所
が
存
す
る
こ

と
は
、
無
媒
介
な
直
接
性
に
お
け
る
神
経
験
が
開
顕
す
る
可
能

根
拠
と
し
て
明
る
み
に
出
さ
れ
た
が
、
こ
の
〈
特
権
的
﹀
と
も

言
え
る
場
所
の
規
定
を
更
に
追
究
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

︵
１
︶ 

魂
の
根
柢
に
於
け
る
神
の
原
像
︵U

rbild

︶

の
在
り
処 ︿
直
接
性
﹀
成
立
の
場

神
と
そ
の
像
︵
ラ
テ
ン
語
で
はim

ago

︶ 

の
﹁
不
可
分
離
的

な
一
致3

﹂
の
存
立
は
、
す
べ
て
の
存
在
現
実
を
成
立
せ
し
め
る

と
同
時
に
自
ら
に
完
全
還
帰
す
る
神
の
卓
越
的
一
性4

を
基
底

と
し
て
い
る
。
そ
の
際
、
像
性
が
神
の
像
︵im

ago D
ei

︶
と

し
て
こ
の
卓
越
的
一
性
の
自
己
活
動
態
に
お
い
て
存
立
す
る
こ
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と
の
思
惟
に
よ
る
究
明
は
、
神
的
生
命
の
内
部
で
不
断
に
現
勢

態
へ
と
出
生
す
る
知
性
的
理
念
で
あ
る
と
こ
ろ
の
始
原
的
こ
と

ば
︵λόγοϚ 5

︶
が
〈 

被
造
的
存
在
者
性
の
下
で
の
存
在
生
起
と

認
識
遂
行
の
最
根
源
的
な
単
一
のratio

︵
理
拠
︶
で
あ
る6

﹀
事

態
か
ら
そ
の
基
礎
を
保
証
さ
れ
て
い
る
。
更
に
前
者
︵
＝ 

神
の

像im
ago

性
︶
は
後
者
︵
＝
始
原
的
こ
と
ば
の
知
性
内
的
出
生
︶

の
活
動
的
動
態
を
そ
の
内
部
構
造
と
し
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

存
在
論
的
に
静
態
化
す
る
図
式
へ
と
固
定
化
さ
れ
得
な
い
。
同

等
性
︵aequalitas; glîcheit

︶
は
始
原
に
お
け
る
像
の
像
性
を
構

成
す
る
本
質
性
格
で
あ
る
︵
外
的
表
出
へ
と
は
語
り
出
さ
れ
得

な
い
﹁
始
原
的
こ
と
ば
の
出
生
﹂ 

＝
﹁
子
﹂
の
誕
生7

︶。
神
性
の

同
等
性
お
け
る
像
の
成
立
は
、
神
そ
の
者
か
ら
の
こ
と
ば
性
格

と
し
て
、︵
作
用
因
的
な
結
果
及
び
目
的
因
的
措
定
を
含
む
こ

と
の
な
い
︶
形
相
的
流
出em

anatio form
alis

︵
形
相
的
表
出 

form
alis expressio 8

︶
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
自
己
活
動
態
に
お

け
る
﹁
神
の
像
化
﹂
は
、
意
志
的
発
動
で
は
な
く
、
神
的
本
性

そ
の
も
の
自
ら
の
無
媒
介
な
像
化
な
の
で
あ
る9

。

と
こ
ろ
で
、
神
が
そ
の
自
己
像
化
に
お
い
て
神
性
全
体
と
共

に
魂
の
内
に
住
ま
う〈
特
権
的
﹀在
り
処
は
、﹁
雫︵tröpfelîn

︶﹂﹁
火

花
︵
閃
光vünkelîn

︶﹂﹁
枝
︵zw

îc

︶﹂
と
由
来
を
指
示
す
る
よ

う
な
比
喩
的
な
語
り
を
も
っ
て
示
唆
さ
れ
て
い
る0

。﹁
霊
魂
の
内

奥
﹂
と
い
う
隠
喩
的
表
現
も
、
幾
つ
か
の
テ
キ
ス
ト
に
お
い
て

﹁
霊
魂
の
最
高
部
﹂
と
も
述
べ
ら
れ
て
お
りa

、
更
に
霊
魂
に
お

け
る
﹁
知
性
的–

認
識
活
動
的
な
本
質
存
在
︵ein vernünftic 

bekennelich w
esen

︶﹂
と
規
定
さ
れ
るb

。
こ
の
﹁
霊
魂
の
内
な

る
知
性
的
活
動
本
質
﹂
は
分
化
す
る
諸
能
力
の
統
一
根
元
な
の

で
あ
っ
てc

、
人
間
の
能
力
と
し
て
の
知
性
の
認
識
活
動
︵= 

人

間
の
光
︶
は
そ
こ
か
ら
派
生
す
る
こ
と
に
よ
っ
てd

〈
本
質
に
お

け
る
知
性
活
動
の
分
有
態
﹀
と
し
て
働
く
こ
と
に
な
るe

。
そ
こ

で
人
間
の
知
性
活
動
の
最
高
の
可
能
性
は
、

内
的
に
見
出
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
も
の
、
…
霊
魂
の
根
底
に
、

霊
魂
の
最
内
奥
に
、
知
性
的
活
動
本
質
の
内
に
住
ま
い
、

外
へ
と
向
か
わ
ず
、
如
何
な
る
〔
外
的
な
〕
事
物
へ
も
眼

差
し
を
向
け
る
こ
と
の
な
いf

不
可
変
的
で
単
一
な
る
知
性
認
識
︵unum

 intelligere g

︶
へ

の
還
帰
―
―
分
有
構
造
を
通
し
て
の
始
原
へ
の
遡
行h

―
に
他
な

ら
な
い
。
存
在
す
る
も
の
を
基
点
と
す
る
現
実
連
関
を
無
条
件

に
先
行
し
て
超
え
出
る
﹁
こ
の
力
に
よ
っ
て
、
霊
魂
は
非
存
在
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の
内
で
働
き
、
非
存
在
の
内
で
働
く
神
に
従
う
の
で
あ
るi

﹂。
そ

れ
故
、
霊
魂
の
内
奥
を
成
す
そ
れ
自
体
活
動
的
な
知
性
本
質 

︵= 

魂
の
根
柢grunde der sêle, 

魂
の
火
花vünkelîn der sêle

︶
は
、

︵
存
在
す
る
も
の
を
基
点
と
す
る
限
り
で
の
︶
存
在
と
い
う
規
定

に
先
立
っ
て
存
在
の
根
拠
・
理
拠
︵ratio

︶
で
あ
る
﹁
神
の
根
底
﹂

と
の
統
一
の
内
に
あ
るj

。
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
に
極
め
て
特
徴
的
な

次
の
よ
う
な
一
連
の
諸
言
明
―
―
﹁
そ
こ
で
は
、
神
と
霊
魂
の

間
の
真
正
な
合
一
が
生
起
す
るk

﹂、﹁
神
の
在
る
と
こ
ろ
そ
こ
に

は
︵
私
の
︶
霊
魂
が
在
り
、
そ
し
て
︵
私
の
︶
霊
魂
が
在
る
と

こ
ろ
そ
こ
に
は
神
が
在
るl

﹂、
等
々
―
―
は
、
霊
魂
の
基
底
的
本

質
か
ら
分
離
さ
れ
て
実
体
化
さ
れ
る
も
の
は
未
だ
か
つ
て
真
正

に
神
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
りm

、
精
神
的
能
力
を
通
し
て
分
有

︵participatio

︶
関
係
を
遡
る
媒
介
的
な
上
昇
の
道
に
︵
前
︲
超

越
論
的
に
︶
先
立
っ
て
﹁
神
が
そ
の
神
性
全
体
と
共
に
霊
魂
の

根
底
の
内
に
在
るn

﹂〈
神
秘
的
合
一 unio m

ystica

﹀
の
霊
魂
内

在
的
な
知
性
本
質
に
お
け
る
基
礎
を
示
唆
し
て
い
る
、
と
言
え

よ
う
。

︵
２
︶ 

エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
に
お
け
る
﹁
像
︲
禁
欲

︵Bildaskese

︶﹂
の
問
題

﹁
像-

禁
欲
︵Bildaskese

︶﹂
と
い
う
表
示
を
も
っ
て
エ
ッ
ク

ハ
ル
ト
の
キ
リ
ス
ト
教
的
霊
性
を
特
徴
づ
け
得
る
な
ら
ば
、
そ

の
霊
性
上
の
創
造
的
刷
新
が
意
味
す
る
と
こ
ろ
と
は
、﹁
神
の
原

像
へ
の
回
帰
﹂
を
経
て0

の
被
造
性
の
下
に
形
成
さ
れ
た
あ
ら
ゆ

る
像
か
ら
の
離
脱p

に
他
な
ら
な
い
。
そ
れ
故
人
間
の
霊
魂
は
、

﹁
再
出
生
に
よ
っ
て
︵per regenerationem

︶﹂
こ
そ
そ
の
基
底

的
本
質
に
お
け
る
﹁
神
の
本
性
と
同
等
の
子
性
﹂
へ
と
導
か
れ

るq

。
ド
イ
ツ
語
説
教
に
お
け
る
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
の
〈
秘
儀
講
話

的
な
呼
び
か
け
﹀
は
、
こ
の
﹁
被
造
的
像
性
の
脱
却
を
通
し
て

の
神
的
原
像
に
於
け
る
再
出
生
﹂
を
中
心
モ
チ
ー
フ
と
し
て
語

り
出
す
―
―
﹁
霊
魂
は
、
そ
こ
に
如
何
な
る
疎
遠
な
も
の
も
な

く
、
そ
れ
と
共
に
一
つ
の
像
で
あ
る
〔
神
の
〕
像
だ
け
が
在
る

像
の
内
に
入
り
行
く
時
、
よ
く
教
化
さ
れ
て
い
る
。
人
は
、
そ

こ
に
お
い
て
は
神
と
同
等
で
あ
る
像
の
内
へ
置
か
れ
て
い
る
時
、

そ
こ
で
は
神
を
捉
え
て
お
り
、
神
を
見
出
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

何
か
が
外
へ
向
か
っ
て
分
散
し
て
い
る
と
こ
ろ
、
そ
こ
で
は
神
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は
見
出
さ
れ
な
いr

﹂、﹁
霊
魂
は
、
再
び
形
成
さ
れ
直
し
て
刻
印

さ
れ
、
神
の
子
で
あ
る
と
こ
ろ
の
像
の
内
へ
と
再
度
形
づ
く
ら

れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
霊
魂
は
神
に
倣
っ
て
形
成
さ
れ
る
の
で
あ

る
。〔
…
〕
子
は
像
を
超
え
る
神
の
像
で
あ
り
、
そ
の
隠
さ
れ
た

神
性
の
像
で
あ
る
。
子
は
神
の
像
で
あ
り
、
そ
し
て
子
は
そ
の

内
に
形
づ
く
ら
れ
る
の
で
、
こ
れ
に
倣
っ
て
霊
魂
も
形
成
さ
れ

る
。
子
が
受
け
る
と
こ
ろ
の
同
一
の
も
の
に
お
い
て
霊
魂
も
受

け
る
。
け
れ
ど
も
、
子
が
父
か
ら
外
へ
と
流
れ
出
る
と
こ
ろ
に

は
霊
魂
は
停
滞
し
て
い
な
い
。
霊
魂
は
す
べ
て
の
像
を
超
え
て

在
る
の
で
あ
る

s

﹂。
―
―
従
っ
て
、
あ
ら
ゆ
る
被
造
物
の
自
ら
自

身
へ
の
執
着
・
表
象
化
に
よ
る
偶
像
か
ら
脱
却
し
︵entbilden

︶、

た
だ
生
け
る
神
の
み
が
自
ら
の
在
り
処
で
あ
る
父
と
な
る
よ
う

に
自
分
自
身
の
像
化
を
超
え
て
超
︲
像
化
さ
れ
る
︵überbildet 

w
erden

︶
絶
え
ざ
る
誕
生
に
よ
っ
て
の
みt

、
被
造
的
像
性
を
超

克
す
る
動
性︵D

ynam
ik

︶を
通
し
て
の﹁
神
の
似
像︵sim

ilitudo
︶

化
さ
れ
得
な
い
本
性
的
自
己-

像
化
︵Sich-Erbilden

︶
を
霊
魂

の
超-

像
性
︵Ü

ber-bildlichkeit

︶
へ
と
成
就
す
る
こ
とu

﹂
が

実
現
さ
れ
る
。
こ
の
プ
ロ
セ
ス
全
体
の
頂
点
は
、
神
の
同
形
相

性
・
同
等
性
へ
と
隈
な
く
形
づ
く
ら
れ
︵durchform

et v

︶
変
容

さ
れ
る
︵übergew
andelt; transform

atur w

︶﹁
神
の
超-

像
的
な

独
り
子unigenitus x

﹂
の
本
質
現
成
に
存
す
る
の
で
、
こ
の
本
質

現
成
の
動
的
な
営
み
そ
の
も
の
の
内
に
は
﹁︵
時
間
的
に
生
成
し

た
︶
像
と
い
う
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
脱
去
せ
し
め
る
像
な
き
神
の
誕

生
︵generatio

︶﹂
の
み
が
生
起
し
て
い
る
の
で
あ
るy

。
即
ち
、

プ
ロ
セ
ス
全
体
を
担
う
始
原
に
し
て
知
性
的
本
質
動
性
を
終
極

へ
と
も
た
ら
す
と
こ
ろ
の
﹁
神
の
始
原
︲
出
生z

﹂
は
如
何
な
る

︵
時
間
的 

︲ 

歴
史
的
に
生
成
す
る
︶
媒
介
的
像
性
へ
取
り
込
ま
れ

る
こ
と
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
が
帰
結
す
るA

。

︵
３
︶ 

絶
対
的
一
性
に
し
て
無
な
る
神  

―
―
﹁
我
も
無
け
れ
ば
︿
神
﹀
も
無
い
﹂
神

性
の
最
内
奥
の
根
柢
と
そ
の
荒
野
か
ら
の
神

経
験
―
―

西
田
幾
多
郎
︵1870–1945

︶
は
、
そ
の
論
稿
﹃
叡
智
的
世
界
﹄

︵
一
九
二
八
年
、一
九
三
〇
年
刊
行
の
﹃
一
般
者
の
自
覚
的
体
系
﹄

に
所
収
︶
の
ほ
ぼ
末
部
に
見
ら
れ
る
文
章
に
お
い
て
、
宗
教
的

境
地
︵
立
場
︶
を
以
下
の
よ
う
に
表
明
し
て
い
る
。

真
に
絶
対
無
の
意
識
に
透
徹
し
た
時
、
そ
こ
に
我
も
な
け
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れ
ば
神
も
な
い
。
而
も
そ
れ
は
絶
対
無
な
る
が
故
に
、
山

は
是
山
、
水
は
是
水
、
有
る
も
の
は
有
る
が
儘
に
有
る
の

で
あ
る
。︵
旧
全
集
版 

第 

Ⅴ
巻
、
一
八
二
頁
︶

西
田
独
自
の
思
索
の
深
化
の
道
筋
の
中
か
ら
こ
の
よ
う
に
言

語
的
に
表
明
さ
れ
た
宗
教
的
境
地
と
言
え
る
も
の
は
、
エ
ッ
ク

ハ
ル
ト
が
ド
イ
ツ
語
説
教 N

r. 52

で
独
自
の
言
述
様
式
に
よ
っ

て
﹁
わ
た
し
が
あ
り
得
な
い
と
す
れ
ば
、
神
も
ま
た
あ
り
得
な

い
で
あ
ろ
う
。
神
が
〈
神
﹀
で
あ
る
こ
と
の
原
因
は
私
で
あ
る
。

も
し
、
私
が
あ
り
得
な
い
と
す
れ
ば
、
神
は
〈
神
﹀
で
は
な
い

で
あ
ろ
うB

﹂
と
教
示
す
る
〈
宗
教
的
自
己
の
境
地
﹀
と
通
底
し

合
う
も
の
が
あ
る
。
西
田
は
、
同
論
稿
に
て
﹁
真
に
自
己
の
根

柢
を
見
る
に
は
宗
教
的
解
脱
に
入
ら
な
け
れ
ば
な
い
﹂︵V, 172; 

cf. ibid. 179

︶
と
も
確
言
し
て
い
る
が
、﹁
我
も
な
け
れ
ば
神
も

な
い
﹂
脱
︲
根
拠
的
な
無
基
底
の
在
り
処
︵〈
絶
対
無
の
場
所
﹀︶

へ
の
突
破
は
、
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
に
お
い
て
は
、
人
間
の
精
神
的

生
が
徹
底
し
た
離
脱
︵abegescheidenheit

︶
の
高
揚
に
お
け
る

在
り
処
と
し
得
る
と
こ
ろ
の
︽〈
神
﹀
と
そ
の
相
対
項
と
し
て
の

〈
人
間
の
自
我
性
﹀
の
還
滅
︵entw

erden

︶︾
の
成
就
、
即
ち
無

形
無
相
な
る
普
遍
的
神
性
―
―
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
が
﹁
神
性
の
最

内
奥
の
根
底
と
そ
の
荒
野
〔
砂
漠einœ

de; w
üstunge

〕﹂︵Von 

dem
 edlen M

enschen, dw
 v. S. 119 Z. 3–4; S. 504 Z. 27

︶
と
も

呼
ぶ
宗
教
性
の
深
源
―
―
を
開
顕
せ
し
め
る
。
但
し
エ
ッ
ク
ハ

ル
ト
の
場
合
、〈
神
﹀
が
そ
の
根
柢
へ
と
否
定
動
性
に
お
い
て
突

破
︵D

urchbrechen

︶
さ
れ
た
真
の
無
相
性
は
、
む
し
ろ
翻
っ

て
﹁〈
一
﹀
な
る
根
柢
と
し
て
の
普
遍
的
神
性
か
ら
の
神
﹂
の
唯

一
本
源
的
な
存
在
︵Esse

︶
と
理
解
さ
れ
る
の
で
あ
るC

。
こ
の

こ
と
を
暗
示
す
る
ド
イ
ツ
語
説
教 N

r. 10

の
テ
キ
ス
ト
か
ら
引

用
し
て
お
き
た
い
。

魂
の
内
な
る
或
る
力
は
根
柢
ま
で
行
き
、
更
に
求
め
続
け
、

神
の
単
一
性
に
お
い
て
神
の
荒
野
に
お
い
て
神
を
と
ら
え

る
。
す
な
わ
ち
、
魂
は
を
神
の
荒
野
、
神
自
身
の
根
柢
に

お
い
て
と
ら
え
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
魂
は
如
何
な
る

も
の
に
も
満
足
し
な
い
で
、
神
性
に
あ
る
神
、
神
自
身
の

本
性
を
固
有
領
域
と
す
る
神
と
は
何
か
を
探
し
求
め
続
け

るD

。
こ
の
同
じ
説
教
内
で
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
は
、﹁
魂
は
そ
の
存
在
を

神
か
ら
仲
介
な
し
に
︵âne m

ittel

︶
受
け
取
る
、そ
れ
ゆ
え
神
は
、

魂
が
自
分
自
身
に
対
す
る
よ
り
も
、
魂
に
よ
り
近
く
存
在
す
る
。
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従
っ
て
、
神
は
魂
の
根
柢
に
お
い
て
、
そ
の
全
神
性
を
備
え
て

存
在
す
る
﹂︵dw

 i, S. 162 Z. 4–6

︶
と
も
述
べ
る
。
こ
の
﹁
自

ら
自
身
よ
り
も
よ
り
近
い
﹂
神
は
、
あ
ら
ゆ
る
意
識
的
生
の
自

己
関
係
や
存
在
す
る
も
の
と
の
連
関
に
無
条
件
に
先
立
っ
て﹁
我

も
無
け
れ
ば
〈
神
﹀
も
無
い
﹂
直
接
性
の
成
立
す
る
在
り
処
︵
即

ち
、
魂
の
根
柢
︶
と
一
体
な
の
で
あ
るE

。

二 

十
世
紀
の
︿
超
越
論
的
ト
ミ
ズ
ム
﹀
か
ら
の
開
拓  

―
―
﹁
超
越
論
的
経
験
の
自
己
媒
介
性
﹂
と
し
て

の
キ
リ
ス
ト
教
的
宗
教
経
験
解
明
の
モ
デ
ル
―
―

こ
こ
で
は
、人
間
の
歴
史
的
生
に
開
か
れ
る〈
経
験
﹀と〈
覚
醒
﹀

の
可
能
性
を
、
ト
マ
ス
・
ア
ク
ィ
ナ
ス
に
よ
っ
て
開
拓
・
組
織

化
さ
れ
た
〈
有
限
な
精
神
の
形
而
上
学
﹀
の
根
本
洞
察
を
活
用

し
つ
つ
、
人
間
の
精
神
性
に
特
有
な
超
越
論
的
構
造
へ
と
遡
源

す
る
こ
と
か
ら
捉
え
直
す
カ
ト
リ
ッ
ク
・
キ
リ
ス
ト
教
内
部
か

ら
の
思
潮
を
検
討
し
た
い
。
ト
マ
ス
の
〈
有
限
な
精
神
の
形
而

上
学
﹀
は
、
経
験
︵ἐμερία

︶
を
通
じ
て
の
現
実
開
示
か
ら
思
惟

す
る
人
間
的
精
神
の
自
覚
的
生
成
を
問
題
化
す
る
ア
リ
ス
ト
テ

レ
ス
主
義
、
及
び
神
的
知
性
︵νοϋς

︶
の
完
全
な
自
己
再
帰
性

︵reditio com
pleta in se ipsum

︶
へ
と
翻
転
︵μετάνοια)

を
経

て
回
帰
的
に
参
与
す
る
人
間
的
霊
魂
の
宇
宙
論
的
な
存
立
境
位

を
説
く
新
プ
ラ
ト
ン
主
義
的
形
而
上
学
の
枠
組
み
と
の
卓
越
し

た
︵
然
る
に
、
緊
張
を
孕
ん
だ
︶
キ
リ
ス
ト
教
的
総
合
を
地
盤

と
し
て
成
り
立
つ
。
ト
マ
ス
の
哲
学
思
索
の
中
核
を
形
づ
く
る

こ
の
よ
う
に
組
織
体
制
的
に
理
解
さ
れ
た
人
間
精
神
の
実
存
可

能
性
に
お
い
て
、
そ
の
先
取
り
つ
つ
志
向
す
る
と
こ
ろ
の
も
の

へ
向
け
て
の
超
越
動
性
︵
―
―
ト
マ
ス
の
用
語
で
は
、
能
動
知

性
の
自
然
本
性
か
ら
の
光 lum

en naturale intellectus agentis

︶ 

に
即
し
て
の
能
動
的
自
己
開
示
を
焦
点
化
し
て
精
神
形
而
上
学

を
解
釈
す
る
方
向
が〈
超
越
論
的
ト
ミ
ズ
ム
﹀と
言
え
よ
う
。〈
超

越
論
的
ト
ミ
ズ
ム
﹀
の
解
釈
動
向
の
中
で
、
人
間
精
神
の
覚
醒

的
自
己
経
験
が
そ
こ
に
於
い
て
能
動
的
に
開
顕
す
る
媒
体
発
動

が
同
時
に
可
反
省
的
に
問
わ
れ
る
こ
と
と
な
り
、
こ
の
媒
質
発

動
の
無
基
底
的
な
力
動
性
に
よ
る
︽
神
秘
︲
内
︲
存
在
︾
で
あ

る
と
こ
ろ
の
人
間
は
〈
超
越
論
的
経
験
﹀
の
主
体
に
し
て
そ
の

自
覚
化
の
進
展
と
し
て
見
い
だ
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

わ
れ
わ
れ
は
こ
こ
で
、
上
記
の
コ
ン
テ
キ
ス
ト
を
通
し
て
の

〈
超
越
論
的
経
験
﹀
の
概
念
に
立
ち
入
っ
て
考
究
し
、
そ
の
特
異
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な
概
念
内
実
に
よ
っ
て
示
唆
さ
れ
る
宗
教
的
生
の
歴
史
的
生
起

に
固
有
な
〈
経
験
の
意
味
﹀
に
一
定
の
開
明
の
光
を
当
て
た
い
。

考
究
は
、
以
下
の
三
点
に
集
約
さ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
が
宗
教
経
験

―
―
た
と
え
そ
れ
が
キ
リ
ス
ト
教
的
に
刻
印
さ
れ
た
先
行
理
解

の
射
程
内
を
超
え
る
こ
と
が
な
く
と
も
―
の
構
造
契
機
を
求
心

的
に
解
明
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

︵
１
︶  

人
間
の
精
神
主
体
へ
の
︿
超
越
論
的
経
験
﹀

の
帰
属
性
、
及
び
︿
超
越
論
的
経
験
﹀
が
成

立
す
る
在
り
処

〈
超
越
論
的
経
験
﹀
と
い
う
概
念
規
定
は
、
精
神
的
主
体
性

そ
の
も
の
を
構
成
す
る
原
初
的
で
非
対
象
的
な
目
覚
め
︵das 

ursprüngliche Bei-sich-Sein

︶
を
基
礎
と
し
て
い
る
。
す
な

わ
ち
〈
超
越
論
的
経
験
﹀
と
は
、
精
神
的
主
体
性
の
成
立
と
自

ら
に
目
覚
め
て
在
る
こ
と
︵Bei-sich-selber-Sein

︶
が
︵
分

化
発
展
す
る
差
異
化
・
多
様
化
に
先
立
つ
︶
根
源
的
現
実
〔
真

実
在
〕
と
の
原
初
的
統
一
に
お
い
て
生
起
し
て
い
る
こ
と
を
指

示
し
て
い
る
。〈
超
越
論
的 transzendental

﹀
な
経
験
、
す
な

わ
ち
一
定
の
対
象
性
へ
の
領
域
化
と
範
疇
︵
カ
テ
ゴ
リ
ー
︶
化

を
始
原
的
か
つ
非
制
約
的
に
超
え
出
る
圏
域
が
、
そ
の
現
実
性

に
即
し
て
は
未
だ
非
主
題
的
に
で
は
あ
っ
て
も
、
認
識
の
み
な

ら
ず
意
志
と
自
由
と
愛
の
行
為
的
精
神
的
主
体
の
構
造
自
体
と

共
に
或
る
レ
ベ
ル
で
の
覚
醒
を
伴
っ
て
開
示
さ
れ
る
経
験
で
あ

る
。
従
っ
て
、
超
越
論
的
経
験
の
重
層
性
か
ら
精
神
的
主
体
の

自
己
︲
成
立
と
自
覚
︲
動
性
が
絶
え
ず
刷
新
的
に
活
性
化
す
る
、

と
言
え
る
。
そ
の
際
、
人
間
の
精
神
性
に
固
有
な
超
越
論
性

︵Transzendentalität

︶
と
し
て
の
構
造
契
機
は
、
同
時
に
無
制

限
な
開
放
性
︵O

ffenheit

︶
に
於
い
て
暗
黙
の
内
に
︵
＝
前
存

在
論
的
な
存
在
了
解
の
様
態
で
︶
根
元
的
現
実
関
与
の
先
取
り

︵Vorgriff

︶
へ
と
作
動
し
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
カ
ー
ル
・
ラ

ー
ナ
ー
︵
ド
イ
ツ
の
イ
エ
ズ
ス
会
士
、
二
十
世
紀
の
カ
ト
リ
ッ

ク
神
学
及
び
第
二
ヴ
ァ
テ
ィ
カ
ン
公
会
議
に
大
き
く
寄
与
す
る
︶

は
﹁
絶
対
的
神
秘
に
臨
む
人
間
﹂
と
い
う
彼
の
哲
学
的
︲
神
学

的
人
間
論
の
核
心
を
以
下
の
よ
う
に
言
明
す
る
。

差
し
当
た
り
そ
し
て
既
に
、
人
間
の
超
越
論
的
主
体
と
し

て
の
構
成
そ
れ
自
体
が
、
常
時
自
ら
を
打
ち
拓
き
つ
つ
同

時
に
自
ら
を
隠
匿
す
る
神
秘
で
あ
る
存
在
の
送
り
届
け
︵
自

己
提
供
︶
に
よ
っ
て
担
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。〔
…
〕
人
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間
の
超
越
論
性
は
、
決
し
て
絶
対
的
な
主
体
の
超
越
論
性
と

し
て
把
握
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
。〔
…
〕。
む
し
ろ
問

題
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
差
し
向
け
ら
れ
て
あ
る
こ
と　

︵Verw
iesenheit

︶
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
自
己
支
配
的
に
自

ら
を
措
定
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
創
設
さ
れ
指
令
を
受

け
た
も
の
と
し
て
、
名
状
し
難
い
神
秘
の
深
淵
︵A

bgrund

︶

の
内
に
根
拠
づ
け
ら
れ
た
も
の
と
し
て
経
験
さ
れ
る
の
で

あ
るG

。

超
越
論
的
経
験
の
生
起
は
、
人
間
存
在
の
神
秘
︲
内
︲
存
在

と
し
て
の
在
り
処
に
於
い
て
で
あ
る
。
人
間
精
神
の
超
越
論
性

は
、︵
自
ら
を
覆
蔵
す
る
と
共
に
︶
常
住
す
る
深
淵
に
根
差
し

た
も
の
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
そ
の
認
識
・
自
由
・
愛
と
意
志
に

よ
る
超
越
の
開
示
性
は
制
約
さ
れ
る
こ
と
な
く
躍
動
す
る
射
程

を
有
し
得
る
、
と
言
え
る
の
で
あ
るH

。
人
間
の
超
越
論
的
精
神

性
は
こ
の
よ
う
に
〈
常
住
す
る
深
淵
﹀
を
土
壌
と
し
て
成
り
立

ち
、
ま
た
自
ら
に
親
和
的
な
根
元
的
現
実
へ
の
先
取
的
超
越
の

内
に
刷
新
的
に
覚
醒
す
る
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
こ

の
精
神
性
の
〈
常
住
す
る
深
淵
﹀
に
し
て
そ
れ
が
差
し
向
け
ら

れ
て
い
る
〈
根
元
的
現
実
﹀
こ
そ
﹁
神
秘
﹂
と
い
う
語
を
も
っ

て
の
み
本
来
に
意
味
指
示
で
き
る
と
こ
ろ
の
境
域
な
の
で
あ
る
。

超
越
論
的
経
験
と
は
、
神
秘
︲
内
︲
存
在
の
実
存
論
的
体
制
の

目
覚
め
、
神
秘
の
媒
質
発
動
の
内
に
原
初
か
ら
の
共
鳴
関
係
に

お
い
て
息
づ
く
〈
自
己
性
﹀
へ
の
内
的
緊
迫
の
動
性
、
と
も
言

え
よ
うI

。
神
秘
は
そ
れ
自
体
と
し
て
は
脱
去
し
つ
つ
自
ら
を
覆

い
隠
す
把
握
不
可
能
な
神
的
な
暗
闇
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

こ
の
深
淵
な
闇
を
根
源
と
す
る
開
け
へ
と
人
間
精
神
の
自
由
な

る
愛
に
お
い
て
脱
自
的
に
超
越
す
る
本
質
体
制
が
超
越
論
的
経

験
に
お
い
て
蠢
き
覚
醒
す
る
の
で
あ
る
。
ト
マ
ス
・
ア
ク
ィ

ナ
ス
の
下
で
﹁
親
和
性
に
よ
る
共
本
性
的
認
識
︵cognitio per 

connaturalitatem

︶﹂
は
、
人
間
の
精
神
的
認
識
の
最
高
度
の
実

現
様
式
と
考
え
ら
れ
た
が
、
そ
こ
で
は
〈
認
識
と
愛
の
相
互
浸

透(

ペ
リ
コ
レ
ー
ゼ)

﹀
に
お
い
て
愛
の
脱
自
性
が
認
識
の
自
己

保
有
化
を
解
脱
さ
せ
、
本
来
の
超
越
論
的
根
源
に
し
て
根
元
的

現
実
へ
と
人
間
精
神
を
開
放
す
る
。
従
っ
て
、
ラ
テ
ン
中
世
期

に
認
識
の
最
高
段
階
に
し
て
知
性
的
魂
の
救
い
の
確
約
と
さ
れ

た
〈
至
福
直
観
︵visio beatifica

︶﹀
の
理
解
に
関
し
て
も
、
こ

の
最
高
の
直
観
に
お
い
て
神
秘
は
消
失
す
る
こ
と
な
く
、
人
間

精
神
に
と
っ
て
本
来
の
近
さ
の
極
み
に
達
す
る
と
考
え
る
べ
き
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で
あ
ろ
う
。

︵
２
︶ ︿
超
越
論
的
経
験
﹀
の
自
覚
に
お
け
る 

歴
史
的
媒
介
性

超
越
論
的
経
験
は
、
そ
れ
こ
そ
が
人
間
の
精
神
的
主
体
性
を

成
り
立
た
し
め
覚
醒
せ
し
め
る
も
の
と
理
解
さ
れ
る
と
し
て
も
、

こ
の
精
神
的
主
体
と
は
そ
の
生
の
営
み
と
の
相
関
に
よ
っ
て
開

か
れ
る
様
々
な
存
在
者
と
共
な
る
場
と
し
て
の
世
界
に
身
を
置

く
も
の
で
あ
る
限
り
、
同
時
に
い
つ
も
既
に
時
間
︲
空
間
の
感

性
的
形
式
の
下
で
の
具
体
性
を
伴
っ
た
事
象
的
次
元
で
の
仲
介

に
曝
さ
れ
て
い
る
。〈
真
正
な
超
越
論
的
経
験
は
本
質
必
然
的
に

十
全
な
自
己
解
釈
を
志
向
す
るJ

﹀
と
い
う
テ
ー
ゼ
の
基
礎
づ
け

は
さ
て
置
き
、
逆
に
〈
超
越
論
的
経
験
は
、
通
常
そ
の
精
神
主

体
の
事
実
性
に
お
け
る
事
象
的
仲
介
の
解
釈
学
的
状
況
に
よ
っ

て
、
正
に
事
象
的
仲
介
を
通
し
て
の
自
己
解
釈
の
常
な
る
不
完

全
性
・
不
透
明
性
の
下
に
潜
伏
化
し
曇
ら
さ
れ
て
い
るK

﹀
と
い

う
人
間
的
生
の
被
投
性
を
真
剣
に
受
け
止
め
ね
ば
な
ら
な
い
。

こ
こ
で
、
超
越
論
的
経
験
―
―
精
神
主
体
の
超
越
論
性
の
高
揚

を
伴
う〈
恵
み
﹀の
経
験
へ
と
昇
華
す
る
―
―
の〈
自
己
解
釈︵
す

な
わ
ち
、自
己
咀
嚼
︶に
お
け
る
歴
史
的
仲
介
の
契
機
の
必
然
性
﹀

と
〈
事
象
的
次
元
で
の
仲
介
の
不
全
さ
に
よ
る
客
体
化
か
ら
生

じ
る
歪
曲
・
誤
謬
・
不
透
明
性
を
打
ち
破
っ
て
、
自
覚
を
透
徹

す
る
媒
介
生
成
﹀
と
い
う
問
題
連
関
が
焦
眉
の
的
と
な
る
。

こ
の
媒
介
生
成
は
、
超
越
論
的
経
験
の
原
初
性
か
ら
覚
醒
す

る
人
間
の
精
神
的
主
体
性
を
異
他
化
す
る
場
の
開
け
に
於
い
て

で
は
な
い
︵
―
―
こ
こ
で
、
ヘ
ー
ゲ
ル
的
弁
証
法
に
お
け
る
否

定
性
と
対
比
し
て
論
じ
る
余
地
は
な
い
が
︶。
他
方
そ
れ
は
、
通

常
わ
れ
わ
れ
が
日
常
的
︲
生
活
世
界
的
意
義
連
関
を
準
拠
枠
と

し
て
〈
超
越
論
的
経
験
の
瑞
々
し
さ
と
高
揚
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
﹀

を
平
均
化
す
る
被
解
釈
性
へ
と
押
し
込
め
ら
れ
て
し
ま
う
自
己

解
釈
を
克
服
す
る
真
正
な
媒
介
生
成
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

そ
れ
ゆ
え
、
超
越
論
性
と
媒
介
性
の
連
関
を
刷
新
的
に
次
の
よ

う
に
捉
え
返
す
こ
と
が
必
要
に
な
る
―
―
﹁
超
越
論
的
経
験
の

生
起
と
そ
の
自
覚
動
性
の
構
造
に
お
い
て
こ
そ
、
歴
史
は
そ
の

本
来
の
歴
史
性
へ
と
自
ら
を
露
わ
に
す
る
﹂
媒
介
性
と
し
て
活

性
化
す
る
の
で
は
な
い
の
か

L

、
と
。

カ
ト
リ
ッ
ク
の
信
仰
理
解
の
展
開
に
お
い
て
、〈︵
十
全
に
全

面
的
に
媒
介
さ
れ
た
︶
直
接
性
﹀
こ
そ
が
人
間
の
精
神
的
︲
人
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格
的
主
体
の
完
成
で
あ
り
救
い
の
成
就
で
あ
る
、
と
考
え
る
伝

統
が
存
す
る
。
そ
の
際
意
味
さ
れ
て
い
る
の
は
、〈
直
接
性
か
ら

直
接
性
へ
の
媒
介
生
成
﹀
で
あ
っ
て
、
こ
の
際
に
媒
介
は
、
直

接
性
を
対
自
的
に
そ
の
媒
介
生
成
そ
れ
自
体
に
よ
っ
て
覚
醒
す

る
自
己
性
の
在
り
処
へ
と
自
覚
的
に
成
就
す
る
の
で
あ
るM

。
こ

の
よ
う
に
理
解
さ
れ
た
媒
介
性
と
は
、
精
神
的
主
体
を
成
立
せ

し
め
そ
れ
自
身
を
そ
の
超
越
論
的
根
源
へ
と
透
徹
す
る
〈
神
秘

︲
内
︲
存
在
の
︵
高
揚
と
恵
み
の
経
験
へ
と
昇
華
す
る
︶
力
動

的
歴
史
性
﹀と
し
て
の
み
、捉
え
直
す
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

超
越
論
的
経
験
に
お
い
て
芽
生
え
る
〈
神
秘
︲
内
︲
存
在
の
顕

現
化
と
自
覚
動
性
﹀
を
そ
の
究
極
決
定
的
な
成
就
の
在
り
方
へ

と
媒
介
が
生
成
す
る
歴
史
性
を
、
キ
リ
ス
ト
教
神
学
の
術
語
的

表
現
で
は
﹁
救
い
の
歴
史 ︵H

eilsgeschichte

︶﹂
と
呼
ぶ
。
従
っ

て
、﹁
救
い
の
歴
史
な
し
に
は
、
わ
れ
わ
れ
が
そ
れ
で
在
る
と
こ

ろ
の
生
起
で
あ
る
超
越
論
的
経
験
は
挫
折
す
るN

﹂、
つ
ま
り
罪
過

と
歪
曲
・
誤
謬
に
よ
っ
て
塗
り
込
め
ら
れ
た
自
己
解
釈
へ
と
固

陋
化
し
、
高
揚
と
昇
華
が
閉
ざ
さ
れ
た
ま
ま
、
自
覚
の
不
毛
な

生
の
惰
性
の
内
に
潜
伏
す
る
。

こ
こ
で
更
に
、
以
下
の
二
つ
の
点
の
み
問
題
化
し
て
お
き
た

い
。
第
一
に
、
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
に
お
い
て
終
末
論
的
希
望
を

土
壌
と
す
る
〈
救
い
の
絶
対
的
仲
介
者
﹀
と
い
う
神
学
的
理
念

は
、
正
に
〈
超
越
論
的
経
験
の
歴
史
的
媒
介
の
十
全
か
つ
凌
駕

不
可
能
な
成
就
﹀
と
し
て
の
み
そ
の
内
実
の
具
体
性
を
獲
得
す

る︵
―
―
観
念
論
的
な
語
り
方
が
ゆ
る
さ
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、﹁
こ

の
理
念
は
初
め
て
そ
の
歴
史
的
定
在︵D

asein

︶を
獲
得
す
る
﹂︶。

人
間
の
精
神
的
主
体
性
を
成
り
立
た
し
め
、﹁
神
秘
︲
内
︲
存
在
﹂

の
自
覚
を
透
徹
す
る
〈
救
い
の
歴
史
的
仲
介
﹀
の
不
可
逆
的
成

就
こ
そ
は
、
超
越
論
的
な
基
底
か
ら
構
想
さ
れ
直
す
キ
リ
ス
ト

論
の
意
義
を
有
す
る
で
あ
ろ
うO

。
第
二
に
、
具
体
的
な
歴
史
的

宗
教
の
真
正
性
に
つ
い
て
も
、
Ｋ
・ 

ラ
ー
ナ
ー
が
述
べ
る
よ
う

に
以
下
の
考
え
方
が
可
能
と
な
る
︵
無
論
、
著
し
く
キ
リ
ス
ト

教
的
思
想
圏
の
把
握
様
式
に
お
い
て
で
あ
る
が
︶
―
―
﹁
神
の

わ
れ
わ
れ
に
対
す
る
具
体
的
な
直
接
性
は
、
具
体
的
な
宗
教
が

前
提
と
し
営
ん
で
い
る
よ
う
に
、
超
越
論
的
で
あ
る
と
同
時
に

歴
史
的
に
媒
介
さ
れ
た
神
へ
の
直
接
性
の
一
契
機
︵M

om
ent

︶

で
あ
り
、一
様
態︵M

odalität

︶で
な
け
れ
ば
な
ら
な
いP

﹂。
他
方
、

本
来
に
歴
史
的
宗
教
の
生
起
と
そ
の
伝
承
︵
継
承
︶
は
、
超
越

論
的
経
験
を
土
台
と
し
、﹁
神
秘
︲
内
︲
存
在
﹂
の
直
接
性
を
真
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正
に
歴
史
的
に
媒
介
す
る
一
様
式
を
指
示
し
て
い
る
も
の
と
受

け
止
め
る
こ
と
が
必
要
と
な
る
。
従
っ
て
、
具
体
的
︲
歴
史
的

宗
教
が
有
す
る
い
わ
ゆ
る
﹁
間
接
性
の
諸
契
機
﹂
も
、
た
だ
超

越
論
的
経
験
の
真
正
な
歴
史
的
媒
介
に
お
い
て
〈
具
体
化
さ
れ

る
神
へ
の
直
接
性
﹀
に
準
ず
る
意
味
づ
け
を
得
る
と
理
解
さ
れ

る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
キ
リ
ス
ト
教
の
場
合
、﹁
言
葉
、
秘
跡
、
教

会
、
聖
書
等
に
お
い
て
神
の
現
存
が
再
現
前
化
す
る
そ
れ
ら
の

媒
介
は
、
本
質
的
に
は
神
の
超
越
論
的
現
存
を
事
象
範
疇
的
に

指
し
示
す
に
過
ぎ
な
いQ

﹂
の
で
あ
る
。
そ
の
際
に
媒
介
性
と
は
、

宗
教
経
験
の
覚
醒
的
自
己
解
釈
︲
自
覚
構
造
の
動
態
に
お
い
て

は
、
こ
の
経
験
が
有
す
る
無
制
約
的
開
放
性
の
超
越
論
的
基
底

そ
れ
自
身
か
ら
の
歴
史
的
媒
介
生
成
に
他
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

結 

び
と
開
き
―
―
︿
超
越
論
的
経
験
に
於
け
る

媒
質
／
媒
体
発
動
と
し
て
の
神
﹀
か
ら
の
省
察

本
稿
の
後
半
部
の
考
察
を
通
し
て
、
人
間
の
精
神
的
主
体
性

の
成
立
と
そ
の
無
制
約
な
開
放
性
に
お
け
る
自
ら
自
身
の
覚
醒
・

自
覚
が
成
立
し
ゆ
く
在
り
処
を
開
く
力
動
性
と
し
て
〈
神
秘
な

る
神
﹀
と
い
う
根
元
的
現
実
性
が
示
唆
さ
れ
た
と
す
る
な
ら
ば
、

こ
の
力
動
的
動
態
は
宗
教
経
験
の
開
示
に
と
っ
て
の
媒
体
と
し

て
理
解
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
媒
体
と
は
、〈
超
越
論
的
経

験
を
生
起
せ
し
め
る
媒
体
性
﹀
を
端
緒
と
し
て
思
惟
さ
れ
ね
ば

な
ら
な
い
。〈
超
越
論
的
経
験
を
生
起
せ
し
め
る
媒
体
性
﹀
に
基

づ
い
て
、﹁
神
秘
︲
内
︲
存
在
﹂
の
直
接
性
が
自
ら
自
身
へ
と
覚
醒
・

自
覚
せ
し
め
ら
れ
る
歴
史
的
︲
力
動
的
な
媒
介
生
成
が
可
能
と

な
る
の
で
あ
る
。
本
稿
で
は
、
こ
の
よ
う
に
掌
握
さ
れ
た
問
題

連
関
を
、枠
テ
ー
マ
の︽
宗
教
経
験
に
お
け
る
直
接
性
と
媒
介
性
︾

に
即
し
て
、
こ
こ
で
の
締
結
部
で
も
う
一
歩
省
察
し
て
お
き
た

い
。そ

も
そ
も
宗
教
経
験
の
真
正
性
と
は
、
そ
れ
が
正
に
人
間
存

在
の
原
態
に
し
て
最
も
根
源
的
な
基
礎
的
事
態
の
開
示
で
あ
る

こ
と
を
指
標
と
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
人
間
存
在
が
自
ら
の

曇
り
な
き
在
り
処
へ
と
連
れ
戻
さ
れ
る
と
共
に
、
そ
の
実
存
と

し
て
の
本
来
的
可
能
性
が
明
る
み
へ
と
も
た
ら
さ
れ
る
、︵
西

田
幾
多
郎
の
言
葉
を
借
り
る
な
ら
ば
︶
人
間
的
生
に
内
属
す
る

﹁
心
霊
上
の
事
実
﹂
で
あ
る
宗
教
性
の
開
顕
に
他
な
ら
な
い
。
そ

れ
ゆ
え
、
経
験
の
質
そ
の
も
の
が
力
動
的
に
深
化
す
る
超
振
動

︵Ü
berschw

ung
︶
―
―
Ｍ
・
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
一
時
期
の
表
現R

―
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―
の
内
に
人
間
の
自
己
の
在
り
処
の
内
奥
が
開
か
れ
、
自
己
存

在
を
成
り
立
た
し
め
る
と
同
時
に
覚
醒
せ
し
め
る
〈
自
覚
﹀
の

透
徹
は
、
こ
の
よ
う
に
理
解
さ
れ
た
宗
教
経
験
そ
の
も
の
に
本

質
構
造
的
な
媒
質
／
媒
体
発
動
と
い
う
問
題
に
突
き
当
た
る
。

媒
体
︵M

edium
︶
と
い
う
も
の
は
、
そ
れ
自
体
が
主
題
化
さ
れ

な
く
と
も
他
の
も
の
を
主
題
化
さ
せ
る
、
或
い
は
、
そ
れ
自
体

が
現
出
す
る
こ
と
な
く
他
の
も
の
を
現
出
さ
せ
る
よ
う
な
匿
名

的
な
作
動
態
で
あ
る
。
本
稿
で
〈
超
越
論
的
経
験
を
開
明
モ
デ

ル
と
し
た
宗
教
経
験
﹀
の
媒
体
性
と
は
、︽
神
秘
︾
と
い
う
語
が

本
来
に
意
味
す
る
︵
存
在
論
的
に
︶
根
源
的
な
土
壌
と
し
て
理

解
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
こ
と
が
強
調
さ
れ
た
。
こ
の
よ
う
な
媒

体
性
と
は
、
世
界
︲
内
︲
存
在
と
し
て
の
人
間
存
在
の
本
質
体

制
に
対
し
て
垂
直
的
に
交
差
せ
る
力
動
的
な
動
態
に
他
な
ら
な

い
。︽
神
秘
︾︲
内
︲
存
在
と
い
う
媒
体
性
の
直
接
的
な
〈
近
さ
﹀

に
於
い
て
こ
そ
、﹁
媒
介
さ
れ
た
直
接
性
﹂
へ
と
覚
醒
化
す
る
契

機
で
あ
る
と
こ
ろ
の
媒
介
生
成
が
真
正
に
活
生
す
る
の
で
あ
る
。

従
っ
て
、︽
宗
教
経
験
に
お
け
る
直
接
性
と
媒
介
性
︾
と
い
う

問
題
構
制
は
、
そ
の
直
接
性
と
媒
介
生
成
を
︽
共
に
︾
統
一
的

に
︵
自
己
の
在
り
処
を
開
示
す
る
経
験
の
深
層
構
造
に
お
い
て
︶

成
り
立
た
し
め
る
生
起
連
関
―
―
本
稿
で
〈
超
越
論
的
媒
体
性
﹀

と
し
て
の
︽
神
秘
︾
理
解
の
布
置
が
打
ち
出
さ
れ
た
と
こ
ろ
―

―
の
淵
源
か
ら
捉
え
返
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
帰
結
し
た
。

こ
の
〈
淵
源
﹀
か
ら
の
経
験
の
成
立
と
自
覚
的
知
の
覚
醒
の
生

起
を
ど
の
よ
う
に
思
惟
の
言
葉
に
も
た
ら
す
か
、
そ
し
て
そ
も

そ
も
〈
淵
源
﹀
と
未
だ
符
号
的
︲
名
目
的
に
表
現
さ
れ
た
無
基

底
性
が
ど
う
よ
う
に
記
述
可
能
な
問
題
次
元
と
な
り
得
る
の
か

は
、
今
日
の
︵
特
に
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
中
・
後
期
思
索
圏
を
経
由

し
た
現
象
学
に
よ
っ
て
推
進
さ
れ
る
︶
宗
教
的
思
索
に
と
っ
て

の
焦
眉
と
な
る
課
題
に
他
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

註

 

エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
の
著
作
か
ら
は
、
以
下
の
略
式
表
示
と
略
号

を
も
っ
て
引
用
さ
れ
る
も
の
と
す
る
。

dw
 

M
eister Eckhart, D

ie deutschen und lateinischen W
erke, 

hrsg. im
 A

uftrage der D
eutschen Forschungsgem

einschaft, 

Abteilung I: D
ie deutschen W

erke, hrsg. von J. Q
uint und G

. 

Steer (Stuttgart, 1936–)

︵
後
続
す
る
大
文
字
ロ
ー
マ
数
字
は
巻

数
、S. 
は
︵
同
巻
内
で
の
︶
当
該
頁
、Z .

は
︵
そ
の
頁
で
の
︶
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引
用
す
る
行
を
挙
示
す
る
。︶

lw
 

M
eister Eckhart, D

ie deutschen und lateinischen W
erke, 

hrsg. im
 Auftrage der D

eutschen For schungs gem
ein-

schaft, Abteilung ii: D
ie lateinischen W

erke, hrsg. von 
J. Koch, H

. Fischer, K
. W

eiß, u.s.w. (Stuttgart, 1936–)

︵
後
続
の
略
号
表
示
はdw

の
場
合
と
同
様
で
あ
る
が
、

n. 

は
パ
ラ
グ
ラ
フ
の
番
号
を
示
す
。︶

In Ioh  Expositio sancti Evangelii secundum
 Iohannem

 (in lw
 

iii, S. 3–650).
In Sap  Expositio Libri Sapientiae (in lw

 ii, S. 301–634). 

1
 

こ
れ
ら
の
テ
キ
ス
ト
に
つ
い
て
そ
の
思
考
経
路
を
分
析
し

て
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
の
像
論
の
彫
琢
を
徹
底
し
て
究
明
す
る

余
地
は
、
こ
こ
で
は
全
く
残
さ
れ
て
い
な
い
。
デ
ィ
ー
ト

リ
ッ
ヒ
は
、そ
の
初
期
の
大
部
か
ら
成
る
組
織
的
著
作
﹃
至

福
直
観
に
つ
い
て
︵D

e visione beatifica

︶﹄1.1.1.1–1.1.1.2; 

1.2.1.1.6

に
お
い
て
、
像 (im

ago

︶
の
成
立
理
拠 (ratio

︶
を

エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
に
先
立
っ
て
理
論
的
︲
構
造
的
に
解
明
し

て
い
る
。

2
 

C
f. Serm

o xlix, 2 n. 510–11 (lw
 iv, S. 425 Z. 5–8; S. 

425 Z. 14 f.) 

―
―
更
な
る
論
及
に
つ
い
て
は
、
以
下
の

研
究
書
を
参
照: M

auritius W
ilde, osb, D

as neue Bild 

vom
 G

ottesbild. Bild und Theologie bei M
eister Eckhart 

(Freiburg , Schw
eiz, 2000), S. 114–23.

3
 

“ein bilde, als ez ein bilde ist, des ez ein bilde ist, daz 
enkan niem

an gesundern” 

ド
イ
ツ
語
説
教N

r. 43 (dw
 ii 

S. 329 Z. 2–3); “G
ot ist gebildet nâch im

 selben und hât 
sîn bilde von im

 selben und von niem
anne m

ê. Sîn bilde 
ist, daz er sich durchkennt und alein lieht ist.”

ド
イ
ツ
語

説
教N

r. 32 (dw
 ii S. 135 Z. 7–S. 136 Z. 1); cf. 

ド
イ
ツ
語

説
教N

r. 16B (dw
 i, S. 265 Z. 4 ff.).

4
 

“U
num

 autem
 per se principiat et dat esse et principium

 
est intra. Et propter hoc proprie non producit sim

ile, sed 
unum

 et idem
 se ipsum

.” In Ioh n. 342; cf. 

ド
イ
ツ
語
説

教N
r. 21 (dw

 i, S. 368 Z. 6–8). 

5
 

 C
f. In Ioh n. 31.

6
 

“Ipse enim
 filius dei, verbum

 in principio, ratio est, > 
ars quaedam

 < > plena om
nium

 rationum
 viventium

 
incom

m
utabulium

, et om
nes u num

 in ea <, ut ait 
A

ugustinus D
e trinitate iv, capitulo ultim

o.” In Ioh n. 
13.; “Ratio enim

 sive verbum
 rerum

 universitati praeest 
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intellectu principiante.” In Ioh n. 562.
7

 
In Ioh n. 5; 17; 362; 557; 562; Serm

o xlix, 3 n. 512 (lw
 iv, 

S. 427.).
8

 
In Sap n. 143 (lw

 ii S. 481); cf. “form
alis transfusiva 

totius essentiae purae nudae” Serm
o xlix, 2 n. 511 (lw

 
iv, S. 425); “…

ac si im
agineris rem

 ex se ipsa et in se ipsa 
Intum

escere et bullire…
 quid producit a se et de se ipso 

et in se ipso naturam
 nudam

 form
aliter profundens…

” 
Serm

o xlix, 3 n. 511 (lw
 iv, S. 426).

9
 

“A
ber daz hât got im

 aleine behalten, sw
â er sich inne 

erbildet, daz er dâ sîne natûreund allez, daz er ist und 
geleisten m

ac, zem
âle dar inne erbildet obe dem

 w
illen.” 

ド
イ
ツ
語
説
教N

r. 16b (dw
 i, S. 266 Z. 5–7); “…

daz 
götlîche bilde brichet ûz dervruhtbaerkeit der natûre âne 

m
ittel.” 

同
説
教 (dw

 i, S. 267 Z. 8) 

―
―
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
に

お
い
て
﹁
こ
と
ば
・
子
と
し
て
の
神
の
像
性
﹂
が
厳
密
に

考
え
抜
か
れ
て
い
る
脈
絡
で
は
、
実
体
的
存
在
者
の
連
関

に
お
け
る
鏡
像 (Spiegelbild)

化
を
モ
デ
ル
に
す
る
こ
と
の

相
対
性
も
明
白
に
な
る
―
―
ド
イ
ツ
語
説
教N

r. 16b (dw
 

i, S. 268 Z. 8–14)

を
更
参
照
。

0
 

 

ド
イ
ツ
語
説
教N

r. 9 (dw
 i, S. 151 Z. 1–2).

a
 

“U
nd sw

enne ich spriche ‘daz innigeste’, sô m
eine ich daz 

hœ
hste, und sw

enne ich spriche daz hœ
hste, sô m

eine 
ich daz innigeste der sêle. In dem

 innigesten und in dem
 

hœ
hsten der sêle, dâ m

eine ich sie beide in einem
.” 

ド

イ
ツ
語
説
教N

r. 30 (dw
 ii S. 95); cf. 

ド
イ
ツ
語
説
教N

r. 

23 (dw
 i, S. 398 Z. 5); 

ド
イ
ツ
語
説
教N

r. 72 (dw
 iii S. 251 

Z. 8–S. 251 Z. 1); 

ド
イ
ツ
語
説
教N

r. 83 (dw
 iii S. 437 Z. 

4 f.); Predigt lxxix, in F. Pfeiffer, H
rsg., M

eister Eckhart, 
4. unveränderte Auflage (G

öttingen, 1924), S. 253 f. 
b

 

ド
イ
ツ
語
説
教N

r. 10 (dw
 i, S. 173 Z 7–8). 

c
 

“D
er einige sun der sêle daz ist der w

ille und sint alle 
die krefte der sêle; sie sint alle ein in dem

 innersten 
der vernüfticheit. Vernünfticheit daz ist der m

an in der 

sêle” 

ド
イ
ツ
語
説
教N

r. 18 (dw
 i, S. 304 Z. 6 f); cf. 

ド

イ
ツ
語
説
教N

r. 7 (dw
 i, S. 123 Z. 6–7);

ド
イ
ツ
語
説

教N
r. 42 (dw

 ii, S. 306 Z. 6 f );

ド
イ
ツ
語
説
教N

r. 52 

(dw
 ii, S. 496 Z. 3–5). 

エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
に
お
け
る
知
性 

(intellectus)

と
い
う
語
の
用
法
が
、
霊
魂
の
能
力
と
し
て

の
適
用
と
能
力
の
派
生
に
先
立
つ
非
被
造
的
知
性
そ
の
も

の
と
し
て
霊
魂
の
其
底
的
本
質
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
る
二
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h
 

“O
m

nis enim
 cognitio rerum

 est per sua principia et in 
suis principiis; et quousque resolvatur in sua principia, 
sem

per obscura, tenebrosa et opaca est, quia cum
 form

i-
dine partis alterius.” In Ioh n. 20.

i
 

“und m
it dirre kraft w

ürket diu sêle in unw
esene und 

volget gote, der in unw
esene w

ürket.” 

ド
イ
ツ
語
説
教N

r. 
9 (dw

 i, S. 151 Z. 11–12).
j

 

ド
イ
ツ
語
説
教N

r. 15 (dw
 i, S. 253 Z. 5–6); 

ド
イ
ツ
語

説
教N

r. 22 (dw
 i, S. 380 Z. 5–S. 381 Z. 2); 

ド
イ
ツ
語
説

教N
r. 5b (dw

 i, S. 90 Z. 8); 

ド
イ
ツ
語
説
教N

r. 67 (dw
 

iii, S.133 Z. 16–S. 135 Z. 2). 

エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
の
最
も
特
徴

的
な
思
想
で
あ
る
こ
の
要
諦
に
つ
い
て
の
詳
細
な
究
明

に
つ
い
て
は
以
下
を
参
照
―
―Peter R

eiter, D
er Seele 

G
rund. M

eister Eckhart und die Tradition der Seelenlehre 
(W

ürzburg, 1993), S. 320 f; S. 415 ff.
k

 

ド
イ
ツ
語
説
教N

r. 43 (dw
 ii, S. 325 Z. 18–S. 326 Z. 1).

l
 

ド
イ
ツ
語
説
教N

r. 10 (dw
 i, S. 173 Z. 8–9); 

ド
イ
ツ
語
説

教N
r. 67 (dw

 iii, S.129 Z. 5–6). 

m
 

C
f. 

ド
イ
ツ
語
説
教N

r. 69 (dw
 iii, S. 174 Z. 5–S. 176 Z. 2)

n
 

“dar um
be got in dem

 grunde der sêle m
it aller sîner 

重
性
を
有
す
る
こ
と
に
つ
い
て
―
―H

ans H
of, Scintilla 

anim
ae. Eine Studie zu einem

 G
rundbegriff in M

eister 
Eckharts Philosophie m

it besonderer Berücksichtigung 
des Verhältnisses der Eckhartschen Philosophie zur 
neuplatonischen und thom

istischen Anschauung (Lund u. 
Bonn, 1952), S. 196–202.

d
 

“U
nd ist diz lieht bekantnisse, daz dâ vliuzet von der 

vernünfticheit, und ist rehte als ein ûzvluz und ein 
ûzbruch oder ein stârm

 gegen dem
, daz vernünfticheit 

in ir selber ist in irm
 w

esene.” 

ド
イ
ツ
語
説
教N

r. 73 (dw
 

iii, S. 261 Z. 17–20).
e

 
In Ioh n. 141; cf. In Ioh n. 63–64.

f
 

“D
az ist inne, das dâ w

onet in dem
 grunde der sêle, im

 
innersten der sêle, in vernünfticheit und engât niht ûz 

und ensihet niht ûf kein dinc.

〔D
â sint alle krefte der 

sêle glîch edel;

〕” 

ド
イ
ツ
語
説
教N

r. 10 (dw
 i, S. 173 Z. 

10–12). 
g

 
C

f. “…
es kum

 von siner ainualtikait; w
an ie luter 

ainualtiger der m
entsch sin selber in im

 selber ist, ie 
ainualteklicher er alle m

anigualtikait in im
 selber verstat 

vnt belibt vuw
andelber in im

 selber.” 

ド
イ
ツ
語
説
教N

r. 
15 (dw

 i, S. 250 Z. 13–15).
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guot lêre. Sw
enne m

an gesetzet ist in daz bilde, dâ m
an 

gote glîch ist, dâ nim
et m

an got, dâ vindet m
an got. Sw

â 
iht ûzzerteilet ist, dâ envindet m

an got niht.” 

ド
イ
ツ
語

説
教N

r. 44 (dw
 ii, S. 341 Z. 1–4)

s
 

“D
iu sêle sol w

iderbildet sîn und îngedrücket in daz 
bilde und w

iderslagen in daz bilde, daz gotes sun ist. D
iu 

sêle ist gebildet nâch gote; …
: der sun ist ein bilde gotes 

obe bilde; er ist ein bilde sîne r verborgenen gotheit. D
â 

der sun ein bilde gotes ist und dâ der sun îngebildet ist, 
dár nâch ist diu sêle gebildet. In dem

 selben, dâ der sun 
nim

et, dâ nim
et ouch diu sêle. D

annoch, dâ der sun 
ûzvliezende ist von dem

 vater, dâ enbehanget diu sêle 
niht: si ist obe bilde.” 

ド
イ
ツ
語
説
教N

r. 72 (dw
 iii, S. 

244 Z. 1–S. 245 Z. 5); cf. F. Pfeiffer (H
rsg.), a.a.O

., S. 315 
Z. 32 ff; 

そ
の
他
―
―
ド
イ
ツ
語
説
教N

r. 23 (dw
 i, S. 397 

Z . 3–5); 

ド
イ
ツ
語
説
教N

r. 40 (dw
 ii, S. 276 Z. 3–6); 

ド

イ
ツ
語
説
教N

r. 43 (dw
 ii, S. 329 Z. 3–7); 

ド
イ
ツ
語
説

教N
r. 70 (dw

 iii, S. 197 Z. 4–S. 198 Z. 2); 

ド
イ
ツ
語
説

教N
r. 76 (dw

 iii, S. 323 Z. 2–S. 324 Z. 4); 

ド
イ
ツ
語
説
教

N
r. 83 (dw

 iii, S. 447 Z. 12–S. 448 Z. 4); etc.

t
  

w
 v, S. 11 Z. 12–13; S. 473 Z. 1–2

gotheit.” 

ド
イ
ツ
語
説
教N

r. 10 (dw
 i, S. 162 Z. 5–6); cf. 

ド
イ
ツ
語
説
教N

r. 30 (dw
 ii, S. 95). 

o
 

C
f. “N

ota conform
itatem

 hom
inis in gratia et dis tinc-

tionem
 sim

ul ad deum
, sicut im

ago et ad im
aginem

.” 

Serm
o xxv,1 n. 257 (lw

 iv, S. 234 Z. 11–S. 235 Z. 1).　

p
 

“sô stât abegescheidenheit ledic aller crêatûren.” dw
 v, 

S. 401 Z. 7. 

ド
イ
ツ
語
のTraktat ‘Von abegescheidenheit’ 

は
こ
の
テ
ー
マ
を
更
に
展
開
す
る
―
―“D

â von scheidet 
abe diu bilde und einiget iuch m

it form
elôsem

 w
esene, 

w
an gotes geistlîcher trôst ist zart.” dw

 v, S. 431 Z. 4–6; 
cf. D

az buoch der goetlîchen troestunge (dw
 v, S. 21 

Z.1–18); In Ioh n. 83; 

ド
イ
ツ
語
説
教N

r. 5 b (dw
 i, S. 92 

Z. 9–S. 93 Z. 3);

ド
イ
ツ
語
説
教N

r. 39 (dw
 ii, S. 253 Z. 

5–S. 254 Z. 3); F.Pfeiffer (H
rsg.), a.a.O

., S. 189 Z. 20; etc.

q
 

“Ipse unigenitus, a solo patre scilicet, nos geniti quidem
, 

sed non ab uno patre. Ipse ergo per generationem
, quae 

est ad esse, ad speciem
 et naturam

, et propter hoc est 
filius naturalis, nos vero per regenerationem

, quae est ad 
conform

itatem
 naturae.” In Ioh n. 123.

r
 

“Sw
enne diu sêle tritet in daz bilde, dâ niht vrem

des 
enist dan daz bilde, nit dem

 ez ein bilde ist, daz ist ein 
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u
 

“aber diu sêle ist natiurlich nâch gote gebildet. D
iz bilde 

m
uoz geziert unde volle-brâht w

erden nit dirre gebürte.” 

F. Pfeiffer, H
rsg., a.a.O

., S. 11 Z. 8–9.

―
―V

gl. A
lois M

. 
H

aas, “M
eister Eckhart. M

ystische Bildlehre,” in ders., 
a.a.O

., S. 232–36.
v

 
Traktat 2, D

ie rede der underscheidunge 6 (dw
 v, S. 208 

Z. 12).
w

 
Traktat 1–ii, Von dem

 edlen M
enschen (dw

 v, S. 112 
Z. 21); “N

on enim
 est im

aginan dum
 falso quasi alio 

filio sive im
agine C

hristus sit filius dei, et alio quodam
 

hom
o iustus et deiform

is sit filius dei. A
it enim

‚ 
transform

am
ur in eandem

 im
aginem

.” In Ioh n. 119 (lw
 

iii, S. 104 Z. 6–8)
x

 
Traktat 1, D

az buoch der götlîchen trœ
stunge (dw

 v, S. 
11 Z. 10–14 ); cf. ebd. (dw

 v, S. 32 Z. 8 ff.). ﹃
ヨ
ハ
ネ
福
音

書
註
解
﹄
で
は
、﹁
一
と
し
て
生
ま
れ
た
独
り
子
﹂ (In Ioh 

n. 193–194)

﹁
最
も
内
奥
に
あ
る
一
な
る
も
の
か
ら
生
ま
れ

た
者
﹂ (In Ioh n. 504; n. 567)

と
い
っ
た
表
現
に
お
い
て
意

味
思
念
さ
れ
て
い
る
︵
更
に
、cf. In Ioh n. 187–89.)

。　

y
 

そ
れ
故
、
子
の
像
な
の
で
は
な
く
、﹁
始
原
な
き
始

原
〔
自
己
始
原
性 Selbstursprünglichkeit

と 

し
て

の
父
な
る
神
〕﹂
か
ら
の
﹁
始
原
の
始
原
〔
等
始
原
性 

G
leichursprünglichkeit

〕
―
―
中
性
的
に
始
原
に
於
け

る
出
生
と
し
て
の
〈
始
原
か
ら
の
始
原
﹀﹂ (In Ioh n. 359; 

n. 656; cf. n. 133; n. 161; n. 195)

―
﹂
で
あ
る
子
の
同
等
性 

(cf. In Ioh n. 362–363)

が
霊
魂
の
知
性
的
活
動
本
質
に
お

い
て
生
起
す
る
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
一
な
る
神
と
の
同

等
性
に
お
け
る
﹁
神
の
像
﹂
へ
向
か
う
超
︲
像
性 

が
恩
寵

gratia

に
よ
る
こ
と
に
つ
い
て
、In Ioh n. 575; cf. n. 155.

z
 

In Ioh n. 342.

A
 

﹃
ヨ
ハ
ネ
福
音
書
註
解
﹄
に
お
け
る
次
の
箇
所
を
参
照
：

﹁
そ
れ
故
に
、光
は
媒
体
に
付
着
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、

媒
体
は
光
の
相
続
人
に
な
る
わ
け
で
は
な
く
、
媒
体
を
光

る
も
の
は
照
ら
し
出
す
と
い
う
自
ら
の
働
き
の
相
続
人
に

す
る
わ
け
で
は
な
い
。
光
る
も
の
は
確
か
に
媒
体
そ
の
も

の
に
い
わ
ば
光
を
貸
し
与
え
る
の
で
あ
り
、〔
…
〕
し
か
し

そ
の
光
る
も
の
は
、
媒
体
そ
の
も
の
に
そ
の
光
を
基
礎
と

な
る
も
の
・
付
着
す
る
も
の
即
ち
受
動
的
な
性
質
の
様
態

に
お
い
て
与
え
る
の
で
は
な
く
、
つ
ま
り
そ
の
光
る
も
の

が
な
く
て
も
光
が
留
ま
り
付
着
し
能
動
的
に
照
り
出
る
よ
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う
な
仕
方
で
光
を
与
え
る
の
で
は
な
い
﹂

 
 

(“Propter quod non haeret lux in m
edio nec fit heres 

lum
inis, nec corpus lum

iniosum
 facit m

edium
 heredem

 
suae actionis, quae est lum

inare. C
om

m
unicat quidem

 
ipsi m

edio quasi m
utuo…

, non autem
 com

m
unicat ipsi 

m
edio lum

en suum
 per m

odum
 radicati et haerentis 

passibilis qualitatis, ut scilicet lux m
aneat et haereat et 

illum
inet active, absente corpore lum

inoso.” In Ioh n. 
70); cf. In Ioh n. 72; 

ド
イ
ツ
語
説
教N

r. 83 (dw
 iii, S. 448 

Z 1–3). 
B

 
“und enw

æ
re ich niht, sô enw

æ
re ouch ‚ got ‘ niht. D

az 
got‚ got ‘ist, des bi ich ein sache; enw

æ
re ich niht, sô 

enw
æ

re got niht‚ got .” 

ド
イ
ツ
語
説
教 N

r. 52 (dw
 ii, S. 

504 Z. 1–3).

C
 

上
田
閑
照
先
生
は
、
禅
的
︲
西
田
的
〈
絶
対
無
﹀
と
エ
ッ

ク
ハ
ル
ト
の
〈
神
性
の
荒
野
か
ら
の
神
﹀
と
の
根
本
的
な

差
異
を
、例
え
ば
次
の
よ
う
に
示
し
て
お
ら
れ
る
―
―
﹁
エ

ッ
ク
ハ
ル
ト
は
〈
実
体
﹀
の
範
疇
を
、
仏
教
は
〈
関
係
﹀

の
範
疇
を
、
そ
れ
ぞ
れ
常
軌
を
超
え
た
徹
底
性
に
お
い
て

専
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
同
じ
よ
う
に
〈
無
﹀
に
至
っ
た

が
、
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
で
は
〈
そ
れ
自
体
と
し
て
は
有
で
あ

っ
て
他
に
対
し
て
は
無
﹀、
仏
教
で
は
〈
そ
れ
自
体
と
し

て
は
無
で
あ
っ
て
相
互
に
対
し
て
は
有
﹀
と
な
る
。
こ
の

場
合
、〈
実
体
﹀
を
究
極
の
原
理
に
し
た
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト

で
は
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
ひ
き
お
こ
さ
れ
た
有
と
無
の

関
係
は
、
そ
の
究
極
の
原
理
の
外
に
残
さ
れ
て
い
る
﹂ (

上

田
閑
照 

﹃
非
神
秘
主
義
―
―
禅
と
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
―
﹄︵
哲

学
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
Ⅳ
、
岩
波
現
代
文
庫
、
二
〇
〇
八
年
四

月
、
九
三
頁
︶。
こ
の
問
題
を
巡
る
上
田
先
生
の
最
初
期

の
論
稿
と
し
て
、
以
下
を
参
照
―
―Shizuteru U

eda, D
as 

“‘N
ichts’ bei M

eister Eckhart und im
 Zen-Buddhism

us 
unter besonderer Berücksichtigung des G

renz-bereiches 
von Theologie und Philosophie,” in D

ietrich Papenfuss 
u. Jürgen Söring, H

rsg., Transzendenz und Im
m

anenz. 
Philosophie und T

heologie in der veränderten W
elt 

(Stuttgart, 1977), S. 257–66.
D

 
“si ein kraft in der sêle gründet und suochet vort und 
nim

et got in sîner w
üestunge und in sînem

 eigenen 
grunde. D

ar um
be enlât si ir niht genüegen, si s uochet 

vürbaz, w
az daz sî, daz got in sîner gotheit ist und in 

sînem
 eigentuom

e sîner eigenen natûre.”

ド
イ
ツ
語
説
教 
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N
r. 10 (dw

 i, S. 171 Z. 13–S. 172 Z. 2); cf. Predigt lvi, in 

D
eutsche M

ystiker des 14. Jahrhunderts, in 2 Bänden, ii, 

M
eister Eckhart, hrsg. von Franz Pfeiffer, N

achdruck der 

Ausgabe Leipzig, 1857 (A
alen 1962), S. 179 f.

E
 

マ
ル
テ
ィ
ン
・
ハ
イ
デ
ガ
ー (M

artin H
eidegger, 1889–

1976)

の
後
期
思
索
に
お
い
て
は
、
西
欧
近
代
の
精
神
性
に

よ
る
﹁
存
在
に
対
す
る
主
観
性
の
支
配
﹂
が
帰
結
し
た
故

郷
喪
失 (H

eim
atlosigkeit)

を
克
服
す
る
〈
最
も
近
い
も
の

の
近
さ
へ
の
帰
郷 (H

eim
kunft)

﹀
を
﹁
人
間
で
あ
る
限
り

で
の
人
間
の
人
間
性 hum

anitas des hom
o hum

anus 

に

初
め
て
そ
の
尊
厳
を
与
え
返
す
﹂
思
惟
の
本
質
課
題
と
し

て
い
る (vgl. “Brief über den H

um
anism

us,” 1949, S.25 

ff., in G
esam

tausgabe 9, Frankfurt a. M
. 1976, S. 337 ff.)

。

こ
の
テ
ー
マ
に
つ
い
て
は
、 Em

il K
ettering, N

ähe. D
as 

D
enken M

artin H
eideggers (Pfullingen, 1987)

︵
川
原
栄

峰 

監
訳
﹃
近
さ 

ハ
イ
デ
ガ
ー
の
思
惟
﹄
理
想
社 1989

年
︶

が
詳
し
く
徹
底
的
に
省
察
し
て
い
る
。

F
 

J. M
aréchal

の
ト
マ
ス
解
釈
の
影
響
の
下
で
、
有
限
な
精
神

と
し
て
の
人
間
は
そ
の
超
越
論
性
の
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
開

示
に
お
い
て
神
へ
の
開
放
性
と
し
て
理
解
さ
れ
、
こ
の
無

制
約
性
へ
の
超
越
と
先
取
り
が
地
平
的
背
景
と
し
て
個
々

の
有
限
的
存
在
者
に
つ
い
て
の
肯
定
的
認
識
の
ア
プ
リ
オ

リ
な
条
件
と
考
え
ら
れ
る
―
―K

arl Rahner, G
eist in W

elt. 

Zur M
etaphysik der endlichen Erkenntnis bei Thom

as von 
Aquin (M

ünchen, 1964), S. 153 ff. (intellectus agens als 

“Vorgriff”); S. 192 ff. (D
er excessus in seiner negativen 

U
ngegrenztheit schlecht hin)

。
尚
、
こ
の
よ
う
な
ト
マ

ス
解
釈
の
動
向
に
伴
う
哲
学
的
基
底
を
、
前
期
ハ
イ
デ

ガ
ー
の
解
釈
学
的
現
象
学
か
ら
開
拓
さ
れ
た
﹁
現
存
在

の
開
示
性
﹂
を
〈
現
存
在
す
る
超
越
論
性 (die daseiende 

Transzendentalität

﹀
と
し
て
理
解
す
る
方
向
か
ら
照
射
す

る
こ
と
も
で
き
よ
う
―
―E. H

eintel, “Transzendentaler 
Idealism

us und em
pirischer Realism

us. Zum
 Prob  lem

 
der daseienden Transzendentalität,” in ders., G

esam
m

elte 
A

bhandlungen Bd. 2, Zur Fundam
entalphilosophie ii, 

(Stuttgart u. Bad C
annstatt, 1988), S. 356–73. 

G
 

 K
arl R

ahner, G
rundkurs des G

laubens. Einführung in 
den Begriff des Christentum

s (Freiburg i. Br., Basel, W
ien, 

1976), S. 52.
H

 
 C

f. ders., “Ü
ber den Begriff des G

eheim
nisses in der 
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katholischen Theologie,” in ders., Schriften zur Theologie 

iv (Einsiedeln, 1960), S. 51–99; besonders S. 53 ff. 

I
 

先
述
の
文
章
で
﹁
超
越
論
的
経
験
の
重
層
性
﹂
と
い
う
表

現
を
用
い
た
が
、
神
秘
の
媒
質
発
動
の
力
動
性
の
内
に
自

己
の
在
り
処
の
深
化
が
自
覚
の
根
本
動
性
を
成
す
の
で
あ

る
か
ら
、
超
越
論
的
経
験
に
お
け
る
精
神
的
主
体
の
高
揚

と
い
う
意
味
規
定
に
お
い
て
も
こ
の
﹁
重
層
性
﹂
は
理
解

さ
れ
る
。
Ｋ
・
ラ
ー
ナ
に
よ
れ
ば
キ
リ
ス
ト
教
的
な
恩
寵
・

恩
恵
経
験
と
は
、
超
越
論
的
経
験
に
お
け
る
こ
の
よ
う
な

重
層
的
高
揚
と
し
て
解
釈
で
き
る
の
で
あ
り
、
こ
こ
に
彼

の das übernatürliche Existenzial

︵
超
自
然
的
な
実
存
規

定
︶
と
い
う
概
念
も
足
場
を
持
つ
。

J
 

C
f. K

arl R
ahner, G

rundkurs des G
laubens. Einführung 

in den B
egriff des C

hristentum
s (Freiburg i. B

r., 
Basel, W

ien, 1976), S. 158; “D
iese Selbstauslegung der 

transzendentalen Erfahrung in der G
eschichte ist 

darum
 w

esensnotw
endig, gehört zur K

onstitution der 
transzendentalen Erfahrung selber, obw

ohl beides nicht 
einfach dasselbe in einer von vornherein gegebenen 
Identität ist.”

K
 

Ebd., S. 160; 135–139; “N
äheres zu diesem

 Problem
-

zusam
m

enhang,” ders., Erfahrung des G
eistes. M

editation 
auf Pfingsten (Freiburg i. Br., 1977).

L
 

C
f. M

ax M
üller, Erfahrung und G

eschichte. G
rundzüge 

einer Philosophie der Freiheit als transzendentale 

Erfahrung (Freiburg i. Br. u. M
ünchen, 1971), S. 225.

M
 

本
稿
の
第
Ⅰ
部
の
ほ
ぼ
冒
頭
に
呈
示
し
た
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト

の
テ
キ
ス
ト
引
用
で
、﹁
仲
介
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
た
だ

神
の
像 (im

ago D
ei)

そ
の
も
の
が
唯
一
の
仲
介
で
あ
る
﹂

と
主
張
さ
れ
て
い
る
点
を
想
起
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
異
他

性
を
介
し
て
の
あ
ら
ゆ
る
像
形
成
を
滅
却
・
克
服
し
つ

つ
、
基
体
化
さ
れ
る
こ
と
の
な
き
〈
自
己
の
在
り
処
﹀
へ

と
自
覚
が
透
徹
さ
れ
る
根
本
構
造
は
、
魂
の
根
柢
を
成
す

im
ago 

の
成
立
と
そ
の
神
的
媒
介
性
︵
＝ im

ago

そ
れ
自

体
か
ら
し
て
の
自
覚
的
自
己
性
の
現
成
︶
へ
と
連
動
し
て

理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

N
 

M
ax M

üller, ebd., S. 256.
O

 
K

arl Rahner, a. a. O
., S. 194 f.; S. 206 ff.

P
 

Ebd., S. 94.
Q

 
Ebd., S. 92–93.
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R
 

M
artin H

eidegger, M
etaphysische A

nfangsgründe der 
Logik im

 A
usgang von Leibniz. M

arburger Vorlesung 
Som

m
ersem

ester 1928, in G
esam

tausgabe, Band 26), hrsg. 
von K

laus H
eld, 3. durchgesehene Auflage (Frankfurt a. 

M
., 2007), S. 269–70. 

私
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
宗
教
哲
学
を
研
究
す
る
と
と
も
に
、
親

鸞
の
思
想
を
浄
土
真
宗
寺
院
の
住
職
を
勤
め
る
と
い
う
信
心
の

実
践
の
中
で
学
ん
で
お
り
ま
す
。﹁
東
西
交
流
﹂
と
い
う
こ
の
場

で
、
私
が
﹁
応
答
﹂
へ
と
呼
び
出
さ
れ
た
の
は
、
こ
の
浄
土
真

宗
の
信
心
と
い
う
場
か
ら
の
﹁
応
答
﹂
と
い
う
こ
と
が
期
待
さ

れ
て
の
こ
と
だ
と
解
し
て
お
り
ま
す
。

私
は
、
親
鸞
に
よ
っ
て
開
か
れ
た
浄
土
教
の
新
た
な
信
心
を
、

一
如
な
る
信
心
がcall–response

と
い
う
形
に
開
か
れ
、
阿
弥

陀
仏
に
向
き
合
う
念
仏
に
よ
っ
て
再
び
一
如
に
遡
及
し
て
ゆ
く

運
動
で
あ
る
と
考
え
て
い
ま
す
。
こ
の
一
如
と
は
ひ
と
つ
の
神

秘
主
義
的
直
接
経
験
で
す
が
、し
か
し
、親
鸞
に
お
け
る
そ
れ
は
、

禅
の
よ
う
に
問
答
と
い
う
形
を
破
砕
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
一
挙

に
一
如
な
る
原
初
に
直
参
す
る
と
い
う
あ
り
方
は
採
り
ま
せ
ん
。

阿
弥
陀
仏
あ
る
い
は
本
願
か
ら
の
呼
び
か
け
︵
コ
ー
ル
︶
を
﹁
煩

レ
ス
ポ
ン
ス

門
脇 

健
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悩
具
足
の
わ
た
し
﹂
へ
の
﹁
呼
び
か
け
﹂
と
し
て
、そ
れ
に
﹁
応

答
﹂︵
レ
ス
ポ
ン
ス
︶
す
る
と
い
う
こ
と
で
信
心
と
い
う
一
如
を

生
き
る
と
い
う
あ
り
方
を
す
る
と
考
え
て
い
ま
す
。

具
体
的
に
言
え
ば
﹁
帰
命
は
本
願
招
喚
の
勅
命
な
り
﹂︵﹃
教

行
信
証
﹄
行
巻
︶、﹁
よ
き
人
の
仰
せ
を
か
ぶ
り
て
信
ず
る
ほ
か

に
別
の
仔
細
な
き
な
り
﹂︵﹃
歎
異
抄
﹄︶、﹁
弥
陀
の
五
劫
思
惟
の

願
を
よ
く
よ
く
案
ず
れ
ば
ひ
と
え
に
親
鸞
一
人
が
た
め
な
り
け

り
﹂︵﹃
歎
異
抄
﹄︶
な
ど
の
表
現
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、﹁
あ
な
た
﹂

か
ら
の
呼
び
か
け
に
、
そ
れ
を
吟
味
点
検
す
る
こ
と
な
く
つ
ま

り
選
択
権
を
放
棄
し
て
、﹁
は
い
﹂
と
応
答
す
る
と
こ
ろ
に
信
心

と
い
う
一
如
が
成
立
す
る
、
と
考
え
ま
す
。

た
し
か
に
、
こ
の
応
答
に
お
い
て
、
吟
味
点
検
の
主
体
あ
る

い
は
選
択
の
主
体
の
解
体
と
い
う
経
験
が
あ
る
、
つ
ま
り
、
こ

こ
に
お
い
て
信
心
が
成
立
す
る
よ
う
に
見
え
る
の
で
す
が
、
し

か
し
、﹁
は
い
﹂
と
応
答
し
た
主
体
が
﹁
よ
く
よ
く
案
じ
﹂
て
、

本
願
の
生
ま
れ
出
る
一
如
へ
の
遡
及
的
突
破
が
成
立
す
る
と
こ

ろ
に
信
心
が
成
立
す
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

つ
ま
り
、
阿
弥
陀
仏
と
向
き
合
う
応
答
の
主
体
が
、
こ
の
﹁
呼

び
出
し
―
応
答
﹂
の
関
係
を
案
ず
る
と
こ
ろ
に
一
如
の
経
験
が

成
立
し
て
い
る
と
考
え
る
の
で
す
。
次
の
﹁﹃
唯
信
抄
﹄
文
意
﹂

の
文
は
そ
の
こ
と
を
よ
く
示
し
て
い
る
と
思
い
ま
す
の
で
、
こ

こ
に
お
示
し
し
て
置
き
ま
す
。

涅
槃
を
ば
、
滅
度
と
い
う
、
無
為
と
い
う
、
安
楽
と
い
う
、

常
楽
と
い
う
、
実
相
と
い
う
、
法
身
と
い
う
、
法
性
と
い
う
、

真
如
と
い
う
、
一
如
と
い
う
、
仏
性
と
い
う
。
仏
性
す
な
わ
ち

如
来
な
り
。
こ
の
如
来
、
微
塵
世
界
に
み
ち
み
ち
た
ま
え
り
。

す
な
わ
ち
、
一
切
群
生
海
の
心
な
り
。
こ
の
心
に
誓
願
を
信
楽

す
る
が
ゆ
え
に
、
こ
の
信
心
す
な
わ
ち
仏
性
な
り
。
仏
性
す
な

わ
ち
法
性
な
り
。
法
性
す
な
わ
ち
法
身
な
り
。
法
身
は
い
ろ
も

な
し
、
か
た
ち
も
ま
し
ま
さ
ず
。
し
か
れ
ば
、
心
も
及
ば
れ
ず
。

こ
と
ば
も
た
え
た
り
。
こ
の
一
如
よ
り
か
た
ち
を
あ
ら
わ
し
て

方
便
法
身
と
も
う
す
御
す
が
た
を
し
め
し
て
法
蔵
比
丘
と
な
の

り
た
ま
い
て
、
不
可
思
議
の
誓
願
を
起
こ
し
て
、
あ
ら
わ
れ
た

ま
う
御
か
た
ち
を
ば
、
世
親
菩
薩
は
、
尽
十
方
無
碍
光
如
来
と

な
づ
け
た
て
ま
つ
り
た
ま
え
り
。
こ
の
如
来
を
報
身
と
申
す
。

誓
願
の
業
因
に
む
く
い
た
ま
え
る
ゆ
え
に
、
報
身
如
来
と
申
す

な
り
…
・

こ
の
無
形
無
相
の
一
如
へ
の
遡
及
は
、
親
鸞
の
先
輩
で
あ
る
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聖
覚
の
﹃
唯
信
抄
﹄
へ
の
註
解
作
業
に
お
い
て
な
さ
れ
て
い
る

こ
と
に
注
目
せ
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。
親
鸞
に
お
け
る
基
本
的
応

答
は
報
恩
︵responsibility

︶
の
行
と
し
て
の
念
仏
で
す
が
、
そ

れ
は
他
方
で
は
歴
史
に
伝
承
さ
れ
た
テ
ク
ス
ト
の
註
解
と
い
う

か
た
ち
を
と
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
作
業
は
あ
る
意
味
で
は
、
歴

史
的
テ
ク
ス
ト
を
換
骨
奪
胎
し
て
新
た
な
意
味
を
汲
み
だ
す
こ

と
で
す
が
、
し
か
し
そ
れ
は
テ
ク
ス
ト
へ
の
絶
対
的
信
頼
を
基

礎
と
し
て
始
め
て
可
能
な
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
こ
そ
硬

直
化
し
た
読
み
を
動
揺
せ
し
め
る
こ
と
で
、
始
原
に
あ
る
一
如

の
追
体
験
を
可
能
に
す
る
﹁
応
答
﹂
の
ひ
と
つ
の
か
た
ち
で
あ

る
と
考
え
て
い
ま
す
。

お
よ
そ
以
上
の
よ
う
な
立
場
か
ら
、
長
町
氏
の
論
考
に
応
答

す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
の
〈
神
経
験
の
直
接
性
﹀
と
二
十
世
紀
ト
ミ

ズ
ム
の
〈
超
越
論
的
経
験
の
媒
介
性
﹀
と
を
論
ず
る
こ
の
発
表

に
お
い
て
、
長
町
氏
は
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
の
神
経
験
の
直
接
性
の

独
創
性
に
共
感
を
示
し
つ
つ
も
、
そ
こ
へ
の
追
思
惟
可
能
性
に

関
し
て
は
問
い
と
し
て
挙
げ
つ
つ
も
明
言
を
避
け
て
お
ら
れ
る

よ
う
に
見
え
ま
す
。
そ
の
際
、﹁
媒
介
・
仲
介
な
し
﹂
を
強
調
す

る
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
の
説
教
を
選
ん
で
、
そ
の
無
媒
介
で
直
接
的

な
神
経
験
を
次
の
よ
う
に
ま
と
め
て
お
ら
れ
る
。

人
間
の
魂
の
境
涯
と
は
、原
像
に
お
け
る︵
そ
の
根
拠
で
あ
る
︶

神
と
の
始
原
的
一
致
を
回
帰
的
に
回
復
の
み
な
ら
ず
、
純
粋
な

﹁
一
﹂
で
あ
る
神
性
の
境
域
へ
と
自
ら
の
在
り
処
を
貫
徹
す
る
脱

自
的
な
突
破
性
の
高
貴
差
を
そ
の
真
景
と
す
る
。
こ
の
離
脱
動

性
の
開
花
が
終
極
す
る
と
こ
ろ
の
無
相
無
形
な
る
唯
一
の
﹁︻
形

成
さ
れ
た
︼
像
な
き
像
に
お
い
て
神
は
在
る
。﹂

そ
し
て
﹁
プ
ロ
セ
ス
全
体
を
担
う
始
原
に
し
て
知
性
的
本
質

動
性
を
終
極
に
も
た
ら
す
と
こ
ろ
の
﹃
神
の
始
原
―
出
生
﹄
は

如
何
な
る
︵
時
間
的
︲
歴
史
的
に
生
成
す
る
︶
媒
介
的
像
性
に

取
り
込
ま
れ
る
こ
と
は
な
い
こ
と
が
帰
結
す
る
﹂
と
全
体
的
な

無
媒
介
性
が
強
調
さ
れ
て
い
ま
す
。

一
方
、
後
半
の
﹁
二
十
世
紀
の
〈
超
越
論
的
ト
ミ
ズ
ム
﹀
か

ら
の
開
拓
―
﹁
超
越
論
的
経
験
の
媒
介
性
﹂
と
し
て
の
キ
リ
ス

ト
教
的
宗
教
経
験
の
解
明
モ
デ
ル
﹂
で
は
、﹁
媒
介
性
﹂
が
強
調

さ
れ
ま
す
。
そ
の
と
き
、﹁
神
秘
の
深
淵
﹂
が
﹁
媒
質
﹂
と
し
て

現
出
し
、
ま
た
﹁
救
い
の
歴
史
﹂
が
媒
介
す
る
と
述
べ
ら
れ
て

い
ま
す
。
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長
町	

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
最
後
の
方
か
ら
ま
ず
述

べ
さ
せ
て
頂
き
ま
す
と
、
直
接
性
と
か
、
あ
る
い
は
エ

ッ
ク
ハ
ル
ト
が
述
べ
る
よ
う
な
魂
の
原
態
と
か
、
一
番

根
源
的
な
真
実
態
は
そ
れ
自
体
と
し
て
成
立
し
て
い
る

在
り
処
が
あ
る
わ
け
で
す
が
、
そ
れ
を
わ
れ
わ
れ
が
ど

う
受
け
止
め
る
か
、
ど
う
事
実
的
な
生
に
お
い
て
生
き

え
て
い
る
か
と
申
し
ま
す
と
、
ま
ず
今
先
生
が
お
っ
し

ゃ
っ
た
よ
う
に
、
煩
悩
と
か
曇
ら
さ
れ
歪
曲
さ
れ
て
い

る
と
い
う
こ
と
で
す
。
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
的
に
申
し
ま
す

と
、
わ
れ
わ
れ
は
自
分
で
勝
手
に
作
っ
た
像
や
囚
わ
れ

や
執
着
や
時
間
的
な
も
の
に
お
け
る
区
別
に
定
位
し
て

し
ま
っ
て
、
根
底
的
な
も
の
を
そ
れ
自
体
と
し
て
受
け

止
め
る
こ
と
が
十
全
に
で
き
な
い
で
い
る
。
こ
の
こ
と

が
、
わ
た
し
に
と
り
ま
し
て
媒
介
生
成
と
い
う
問
題
な

そ
う
し
ま
す
と
、
最
初
に
述
べ
ら
れ
た
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
の
神

の
直
接
経
験
と
い
う
無
媒
介
の
経
験
そ
れ
自
体
が
、〈
超
越
論
的

経
験
﹀
の
自
覚
に
お
い
て
媒
介
の
役
割
を
果
た
す
と
い
う
こ
と

に
な
り
ま
す
。

以
上
の
よ
う
に
お
聞
き
し
た
こ
と
を
前
提
と
し
て
二
つ
の
質

問
を
致
し
ま
す
。

一
、
た
し
か
に
、
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
が
語
る
神
経
験
は
直
接
的

な
も
の
で
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
が
﹁
説
教
﹂
と
い
う
直
接
的
で

は
あ
る
が
歴
史
的
場
で
あ
る
と
い
う
こ
と
、
ま
た
そ
の
説
教
が

つ
ね
に
聖
書
の
文
言
の
註
解
と
い
う
か
た
ち
を
と
っ
て
い
た
と

い
う
こ
と
に
、﹁
追
思
惟
﹂
の
可
能
性
を
見
出
す
こ
と
は
で
き
な

い
で
し
ょ
う
か
。

二
、〈
直
接
性
か
ら
直
接
性
へ
の
媒
介
生
成
﹀
に
つ
い
て
﹁
媒

介
は
直
接
性
を
対
自
的
に
そ
の
媒
介
生
成
そ
れ
自
体
に
よ
っ
て

覚
醒
す
る
自
己
性
の
在
り
処
へ
と
自
覚
的
に
成
就
す
る
﹂
と
述

べ
て
お
ら
れ
ま
す
が
、﹁
媒
介
は
…
自
覚
的
に
成
就
す
る
﹂
と
い

う
こ
と
は
具
体
的
に
ど
う
い
う
こ
と
か
。
た
と
え
ば
、
親
鸞
で

い
う
煩
悩
の
自
覚
を
媒
介
に
し
た
法
の
超
越
性
と
の
遭
遇
と
い

う
事
態
な
の
か
を
お
教
え
い
た
だ
き
た
く
思
い
ま
す
。

討
議 

Ⅳ

司
会　

門
脇 

健
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の
で
す
。

門
脇	
ち
ょ
っ
と
待
っ
て
く
だ
さ
い
。
媒
介
生
成
と
い
う
の
は
、

自
ら
が
歴
史
的
存
在
と
し
て
様
々
な
像
に
取
り
囲
ま
れ

て
有
限
に
あ
る
と
い
う
こ
と
な
の
で
す
か
、
そ
れ
と
も

そ
れ
を
自
覚
し
て
ゆ
く
と
い
う
こ
と
な
の
で
す
か
。

長
町	

様
々
な
像
や
人
間
が
作
っ
て
し
ま
っ
た
も
の
に
拘
っ
た

り
執
着
し
た
り
す
る
あ
り
方
を
克
服
す
る
媒
介
生
成
で

す
。

門
脇 

克
服
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
で
自
覚
が
起
こ
っ
て

く
る
と
い
う
こ
と
で
す
よ
ね
。
そ
の
時
に
媒
介
と
い
う

の
は
何
か
を
媒
介
と
し
て
と
い
う
こ
と
で
す
よ
ね
、
も

う
一
つ
媒
質
と
い
う
言
葉
あ
り
ま
す
よ
ね
。
そ
れ
は
ど

う
い
う
こ
と
で
す
か

長
町	

つ
ま
り
、
わ
れ
わ
れ
自
身
の
精
神
の
直
接
的
な
原
態
、

す
な
わ
ち
魂
の
根
底
的
な
活
動
性
と
い
う
も
の
が
開
か

れ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
し
か
成
立
し
て
こ
な
い
。
そ
こ

で
わ
た
し
は
、
そ
う
い
う
も
の
と
の
息
づ
き
と
か
、
そ

れ
を
神
秘
と
呼
ぶ
の
で
あ
れ
ば
、
神
秘
と
の
関
わ
り
と

の
力
動
性
か
ら
し
か
媒
介
は
成
立
し
て
こ
な
い
と
思
う

の
で
す
。

門
脇 

最
初
の
と
こ
ろ
で
神
秘
を
媒
質
と
な
っ
て
お
っ
し
ゃ
っ

て
い
ま
す
が
…
。
要
す
る
に
、
媒
介
と
媒
質
を
先
ほ
ど

同
じ
よ
う
に
使
わ
れ
て
い
て
、
そ
こ
が
ま
だ
見
え
て
こ

な
い
の
で
す
が
。

長
町	

つ
ま
り
、
普
通
わ
た
し
た
ち
は
媒
介
は
、
論
理
的
な
意

味
で
も
、
知
の
構
造
に
関
し
ま
し
て
も
、
媒
介
と
い
う

も
の
の
位
置
は
根
本
的
に
は
あ
る
項
と
あ
る
項
を
媒
介

す
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
か
ら
、
そ
う
い
う
関
係

性
と
し
て
考
え
て
お
り
ま
す
ね
。
と
こ
ろ
が
、
そ
う
い

う
存
在
す
る
も
の
を
基
点
と
す
る
レ
ベ
ル
で
の
関
係
性

と
い
う
こ
と
で
は
成
り
立
た
な
い
よ
う
な
媒
介
生
成
が
、

媒
質
の
力
動
的
な
出
現
と
い
う
こ
と
で
す
。
関
係
項
の

よ
う
な
形
で
わ
れ
わ
れ
は
神
秘
に
関
わ
っ
て
い
る
わ
け

で
は
な
い
の
で
、
媒
質
の
現
出
か
ら
生
成
す
る
精
神
的

な
人
間
存
在
そ
の
も
の
を
成
り
立
た
し
め
て
い
る
と
と

も
に
、
そ
の
根
源
的
な
あ
り
方
へ
と
自
覚
を
透
徹
し
て

ゆ
く
そ
う
い
う
意
味
で
の
媒
介
が
生
成
し
て
く
る
と
い
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う
言
い
方
で
、
わ
た
し
は
言
い
た
い
わ
け
で
あ
り
ま
す
。

門
脇	

何
が
何
を
媒
介
し
て
い
る
の
で
す
か
。

長
町	

だ
か
ら
、
直
接
性
が
直
接
性
へ
と
媒
介
す
る
と
い
う
言

い
方
で
言
っ
て
い
る
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。

門
脇	

だ
か
ら
、
直
接
性
へ
と
入
っ
て
く
る
媒
介
が
何
な
の
か

な
と
。
こ
れ
は
媒
質
で
は
な
い
の
で
す
よ
ね
。
媒
質
と

い
う
の
は
地
盤
と
い
う
こ
と
で
す
か
。
と
に
か
く
、
媒

質
と
い
う
場
に
置
か
れ
て
、
直
接
性
に
開
け
て
、
あ
る

い
は
直
接
性
に
触
れ
る
と
い
う
こ
と
が
あ
る
わ
け
で
す

よ
ね
。
そ
こ
の
と
こ
ろ
を
自
ら
の
直
接
性
へ
と
追
体
験

し
て
ゆ
く
と
い
う
感
じ
で
よ
ろ
し
い
の
で
し
ょ
う
か
。

長
町	

回
帰
的
で
は
あ
り
ま
す
が
、
直
接
性
か
ら
直
接
性
へ
と

い
う
こ
と
は
、
流
出
か
ら
突
破
へ
と
い
う
こ
と
で
も
あ

る
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
ね
。
突
破
と
い
う
の
は
、
単
に

流
出
と
い
う
と
こ
ろ
を
超
え
る
よ
う
な
も
の
だ
と
思
う

の
で
す
。
人
間
が
作
っ
て
し
ま
う
よ
う
な
と
こ
ろ
を
突

破
す
る
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
そ
う
い
う
意
味
で
の
場

の
開
け
と
い
う
こ
と
を
媒
質
出
現
と
い
う
言
い
方
で
申

し
た
い
わ
け
で
す
。
そ
れ
は
や
は
り
、
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト

は
そ
の
こ
と
を
直
接
に
は
述
べ
て
い
な
い
の
で
す
が
、

脱
像
化
と
い
う
こ
と
が
最
終
的
に
恩
恵
な
し
に
は
可
能

で
は
な
い
と
い
う
こ
と
、
つ
ま
り
恩
恵
と
い
う
こ
と
が

媒
質
出
現
と
い
う
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。

門
脇	

そ
こ
に
挟
ま
っ
て
い
るBild

と
か
そ
う
い
う
も
の
を
否

定
す
る
と
い
う
否
定
的
媒
介
と
い
う
形
で
理
解
し
た
ら

良
い
で
す
か
ね
。
今
ま
で
妨
げ
て
い
た
も
の
を
撥
撫
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
覚
が
、
あ
る
い
は
直
接
性
が
生

成
す
る
、
そ
う
い
う
よ
う
な
こ
と
と
考
え
て
も
よ
ろ
し

い
で
し
ょ
う
か
。
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
な
媒
介
と
い
う
こ
と
で

考
え
る
と
非
常
に
分
か
り
に
く
い
で
す
け
れ
ど
も
、
今

ま
で
遮
っ
て
い
た
も
の
を
撥
撫
す
る
と
い
う
そ
の
よ
う

な
形
な
の
だ
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。

長
町	

先
生
が
質
問
一
の
と
こ
ろ
で
お
っ
し
ゃ
っ
て
く
だ
さ
っ
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た
と
こ
ろ
で
す
が
、
わ
た
し
た
ち
は
言
語
化
さ
れ
た
テ

キ
ス
ト
か
ら
ど
の
よ
う
に
言
語
化
以
前
の
問
題
を
含
め

て
追
思
惟
で
き
る
か
と
い
う
問
題
で
す
ね
。
先
生
は
親

鸞
の
念
仏
と
注
解
と
い
う
お
話
を
な
さ
い
ま
し
た
が
、

念
仏
と
い
う
の
は
本
来
悟
ら
れ
た
者
へ
と
わ
れ
わ
れ
が

回
帰
す
る
と
い
う
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
か
。
近
づ
く
と

い
う
こ
と
で
す
か
。

門
脇	

近
づ
く
と
い
う
か
、
応
答
で
す
か
ら
離
れ
た
ま
ま
で
す

よ
ね
。
離
れ
た
ま
ま
で
全
体
と
し
て
一
如
と
い
う
そ
う

い
う
言
い
方
な
の
で
す
。
た
だ
、
わ
た
し
と
し
て
は
、

親
鸞
は
最
後
ま
で
注
解
作
業
を
し
て
お
り
ま
し
て
、﹃
教

行
信
証
﹄
で
も
切
っ
た
り
貼
っ
た
り
い
ろ
ん
な
作
業
を

し
て
お
り
ま
す
。
そ
れ
が
報
恩
︵responsibility

︶
の
遂

行
で
、
念
仏
と
そ
う
い
う
作
業
が
ど
の
よ
う
に
関
係
す

る
の
か
に
関
し
て
は
よ
く
分
か
ら
な
い
の
で
す
が
、
た

だ
非
常
に
大
き
な
位
置
を
占
め
て
い
た
と
同
時
に
、
テ

キ
ス
ト
は
完
全
な
テ
キ
ス
ト
と
し
て
あ
っ
て
、
あ
る
か

ら
こ
そ
、
非
常
に
独
自
な
仕
方
で
読
む
と
い
う
こ
と
が

可
能
に
な
っ
て
い
た
。
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
も
相
当
思
い
切

っ
た
読
み
方
を
し
て
い
ま
す
ね
。
従
来
の
解
釈
と
は
全

く
違
っ
た
解
釈
を
し
て
い
ま
す
ね
。
そ
う
い
う
作
業
が

一
方
で
は
必
要
な
の
で
は
な
い
か
。
そ
う
い
う
と
こ
ろ

で
直
接
性
に
触
れ
る
こ
と
が
可
能
な
っ
て
い
る
の
で
は

な
い
か
。
表
現
と
し
て
は
パ
ラ
ド
ク
ス
を
使
う
と
か
、

禅
で
し
た
ら
問
い
と
答
え
と
い
う
予
想
さ
れ
た
形
式
を

破
壊
す
る
こ
と
で
現
場
を
そ
こ
に
突
出
さ
せ
る
こ
と
が

で
き
ま
す
し
、あ
る
い
は
現
代
の
問
題
で
言
っ
た
ら﹁
三
・

一
一
﹂
の
よ
う
な
も
の
を
ど
う
や
っ
て
伝
え
る
か
、
単

な
る
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
で
は
無
理
だ
。
そ
こ
に
あ
る

一
つ
の
欠
成
表
現
を
用
い
る
こ
と
よ
っ
て
初
め
て
伝
え

ら
れ
る
、
と
か
そ
う
い
う
問
題
と
重
な
っ
て
い
る
の
で

は
な
い
か
と
僕
に
は
思
え
ま
す
。
あ
る
意
味
で
は
、
わ

れ
わ
れ
自
身
が
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
を
ど
う
読
む
か
と
い
う

事
柄
が
、
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
を
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
の
よ
う
に

読
む
と
い
う
事
柄
が
開
か
れ
て
く
る
の
で
は
な
い
か
な

と
。
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
を
正
し
く
正
解
を
目
指
し
て
読
む

と
い
っ
た
、
あ
る
い
は
正
解
を
読
め
ば
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト

を
読
む
必
要
は
な
い
と
い
っ
た
形
で
歴
史
的
な
テ
キ
ス
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ト
を
読
む
の
と
は
違
う
あ
り
方
が
、
こ
こ
に
は
出
て
き

て
い
る
わ
け
で
す
よ
ね
。
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
で
は
非
常
に

大
き
く
そ
う
い
う
場
に
踏
み
入
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

親
鸞
で
も
、﹁
親
鸞
一
人
が
た
め
な
り
け
り
﹂
と
呼
び
か

け
ら
れ
た
者
と
し
て
の
責
任
と
し
て
親
鸞
独
自
の
読
み

と
い
う
形
で
テ
キ
ス
ト
に
参
戦
し
て
ゆ
く
そ
の
よ
う
な

あ
り
方
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
そ
れ
と
同
じ
よ
う

な
こ
と
が
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
で
起
こ
っ
て
き
て
は
い
な
い

か
と
い
う
、
こ
と
で
す
ね
。

長
町	

そ
れ
は
聖
書
を
、
と
い
う
こ
と
で
す
よ
ね
。

門
脇	

そ
う
で
す
ね
。
聖
書
、
論
書
、
親
鸞
の
場
合
で
あ
れ
ば
、

教
論
釈
な
ど
い
ろ
ん
な
も
の
を
読
ん
で
行
き
ま
す
よ
ね
。

ユ
ダ
ヤ
教
で
も
タ
ル
ム
ー
ド
を
見
て
い
る
と
そ
の
よ
う

な
形
で
読
ん
で
ゆ
く
伝
統
が
あ
り
ま
す
が
ね
。
エ
ッ
ク

ハ
ル
ト
は
そ
の
辺
の
こ
と
も
勉
強
し
て
お
ら
れ
た
の
か

な
と
い
う
印
象
も
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
。
答
え
が
収
斂

し
た
形
で
テ
キ
ス
ト
の
読
み
を
深
め
て
ゆ
く
と
い
う
よ

う
な
こ
と
で
す
ね
。
そ
し
て
読
む
こ
と
自
体
が
直
接
経

験
と
い
う
側
面
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
気
が
し

ま
す
。
そ
の
辺
の
問
題
は
こ
れ
か
ら
考
え
て
ゆ
く
と
し

て
、
フ
ロ
ア
ー
の
方
か
ら
の
ご
質
問
を
受
け
つ
け
た
い

と
思
い
ま
す
。

八
木
誠
一　

久
し
ぶ
り
に
難
解
な
論
文
を
読
ま
せ
て
い
た
だ
き

ま
し
た
。
引
っ
か
か
る
と
こ
ろ
が
一
つ
あ
り
ま
し
て
ね
。

論
文
の
テ
ー
マ
が
神
の
直
接
経
験
と
い
う
こ
と
で
す
よ

ね
。
そ
こ
で
資
料
の
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
の
引
用
を
見
ま
す

と﹁
神
の
像
﹂と
い
う
こ
と
が
言
わ
れ
て
い
ま
す
ね
。﹁
魂

に
そ
の
本
性
の
最
内
奥
に
於
い
て
刻
み
込
ま
れ
て
い
る

神
の
単
純
な
像
﹂
と
あ
り
ま
し
て
、
そ
う
す
る
と
直
接

に
経
験
さ
れ
て
い
る
の
は
﹁
神
の
像
﹂
で
あ
っ
て
神
で

は
な
い
と
、
そ
う
読
め
る
の
で
す
ね
、
こ
の
引
用
を
見

る
限
り
。
実
際
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
自
身
も
、
神
は
そ
の
像

の
中
に
自
分
自
身
を
像
化
し
て
い
る
と
語
っ
て
い
る
わ

け
で
す
ね
。
そ
う
な
る
と
神
自
身
と
は
少
し
違
う
の
で
、

つ
ま
り
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
に
お
け
る
神
経
験
の
直
接
性
と

い
う
の
は
あ
る
の
か
、
む
し
ろ
そ
れ
は
神
の
像
の
直
接

経
験
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。

長
町	

つ
ま
り
、
神
そ
の
も
の
の
像
が
魂
を
成
立
せ
し
め
て
い
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る
と
い
う
こ
と
が
、
神
経
験
の
可
能
根
拠
な
の
で
す
ね
。

そ
の
像
は
、
魂
の
火
花
と
か
活
動
態
そ
の
も
の
に
お
い

て
、
神
自
身
と
一
つ
な
の
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。

八
木
誠
一　

つ
ま
り
、
活
動
態
に
お
い
て
一
つ
だ
か
ら
、
神
自

身
の
直
接
経
験
で
は
な
い
。

長
町	

い
え
、
そ
こ
で
直
接
性
を
ど
う
理
解
す
る
か
に
よ
る
と

思
い
ま
す
が
。

八
木
誠
一　

も
ち
ろ
ん
無
媒
介
で
す
。
仲
介
・
媒
介
な
し
に
、

で
す
。
だ
っ
て
神
経
験
に
お
い
て
像
が
媒
介
に
な
っ
て

い
る
で
し
ょ
、
そ
う
す
る
と
神
自
身
は
直
接
的
に
経
験

さ
れ
て
な
い
こ
と
に
な
る
。
上
田
さ
ん
に
も
伺
い
た
い

の
で
す
け
れ
ど
も
、
ど
う
で
す
か
ね
。

上
田	

そ
れ
は
神
の
像
と
言
う
と
き
に
、
像
と
い
う
こ
と
で
何

を
考
え
る
か
と
い
う
こ
と
に
帰
す
る
わ
け
で
す
ね
。
や

は
り
、
も
と
も
と
キ
リ
ス
ト
教
の
基
本
の
考
え
方
で
あ

る
神
が
自
分
自
身
を
自
分
自
身
の
う
ち
に
映
す
。
そ
れ

は
、
普
通
は
子
な
る
神
と
言
わ
れ
る
も
の
で
す
が
、
子

な
る
神
は
神
な
の
で
す
ね
。
そ
こ
で
神
が
二
重
に
な
っ

て
い
る
こ
と
は
、
神
の
生
命
の
横
溢
・
充
溢
と
い
う
ふ

う
に
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
は
と
ら
え
て
、
そ
し
て
エ
ッ
ク
ハ

ル
ト
が
普
通
の
考
え
方
乃
至
通
常
の
神
学
的
な
脈
絡
と

違
う
の
は
、
そ
の
神
の
充
溢
と
し
て
の
神
の
二
重
化
、

神
の
中
で
の
像
化
、
そ
れ
が
そ
の
ま
ま
ず
っ
と
無
限
に

伸
び
て
、
そ
れ
が
人
間
の
魂
の
根
底
に
な
る
、
と
。
で

す
か
ら
、
神
の
根
底
と
魂
の
根
底
は
一
つ
で
あ
る
。
エ

ッ
ク
ハ
ル
ト
の
単
純
な
言
葉
で
言
え
ば
﹁
神
の
根
底
は

わ
た
し
の
根
底
、
わ
た
し
の
根
底
は
神
の
根
底
﹂
と
。

そ
こ
に
実
体
論
的
な
一
で
は
な
く
て
、
神
が
自
分
自
身

の
生
命
を
充
溢
さ
せ
て
横
溢
さ
せ
て
い
く
と
い
う
、
そ

の
こ
と
が
神
か
ら
の
働
き
で
あ
る
と
同
時
に
、
魂
か
ら

の
働
き
で
あ
る
と
い
う
、
働
き
と
働
き
の
交
流
み
た
い

な
も
の
で
す
ね
。

八
木
誠
一　

二
重
性
が
あ
る
わ
け
で
す
よ
ね
。

上
田	
二
重
性
は
あ
り
ま
す
。
た
だ
、
そ
の
二
重
性
が
二
重
性

と
し
て
残
ら
な
い
。
二
重
性
が
残
る
と
い
う
こ
と
は
、

神
学
的
に
は
停
止
し
た
状
態
で
言
語
化
す
る
と
い
う
形

で
す
ね
。し
か
し
、魂
の
経
験
と
し
て
は
そ
う
で
は
な
い
。
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り
ま
す
よ
ね
。

上
田	

最
初
、
媒
介
性
と
言
う
と
き
に
同
時
に
直
接
性
と
結
び

つ
い
て
言
わ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

八
木
誠
一　

そ
れ
は
よ
く
分
か
り
ま
す
。

上
田	

た
だ
、
よ
く
分
か
る
と
い
う
だ
け
で
は
な
く
、
そ
の
結

び
つ
い
て
い
る
と
こ
ろ
に
自
分
の
身
を
置
く
と
い
う
経

験
で
す
ね
。
そ
れ
を
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
は
要
求
し
て
い
る

わ
け
で
す
。

八
木
誠
一　

そ
う
す
る
と
、
直
接
性
と
い
う
意
味
が
少
し
違
う
。

直
接
性
と
い
う
こ
と
は
無
媒
介
性
と
い
う
こ
と
で
す
か

ら
。

上
田	

無
媒
介
性
と
い
う
こ
と
は
、
理
屈
か
ら
言
う
と
媒
介
と

い
う
こ
と
と
結
び
つ
か
な
け
れ
ば
あ
り
え
な
い
わ
け
で

す
ね
。

八
木
誠
一　

結
局
結
び
つ
い
て
い
る
わ
け
で
す
よ
ね
、
だ
か
ら
。

上
田	

結
び
つ
い
て
い
る
の
で
す
が
、
結
び
つ
い
て
い
る
こ
と

が
結
び
つ
い
て
い
る
と
い
う
こ
と
と
し
て
、
そ
こ
に
残

っ
て
い
た
ら
直
接
性
が
成
立
し
な
い
わ
け
で
し
ょ
。
だ

八
木
誠
一　

で
は
、
神
の
像
と
い
う
は
消
失
し
て
し
ま
う
と
い

う
こ
と
で
す
か
。

上
田	
も
ち
ろ
ん
そ
う
で
す
ね
。
な
く
な
る
と
い
う
か
、
エ
ッ

ク
ハ
ル
ト
の
言
葉
だ
とüberbilden

。
像
を
超
え
て
と

い
う
こ
と
で
す
よ
ね
。

八
木
誠
一　

で
も
、über
で
し
ょ
。über

は﹁
超
え
る
﹂で
あ
っ
て
、

﹁
な
く
な
る
﹂
で
は
な
い
で
す
よ
ね
。

上
田	

で
す
が
、
超
え
る
と
い
う
時
に
は
﹁
な
く
な
る
﹂
と
い

う
こ
と
も
含
め
て
、
そ
こ
は
一
つ
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
で

す
か
ら
、
あ
く
ま
で
二
重
性
と
し
て
残
っ
て
い
れ
ば
、

エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
が
言
う
意
味
で
の
魂
の
根
源
性
か
ら
離

れ
て
し
ま
い
ま
す
。

八
木
誠
一　

す
る
と
、
や
は
り
そ
こ
に
媒
介
が
あ
る
わ
け
で
す

よ
ね
。
媒
介
と
い
う
時
に
は
、
だ
い
た
い
否
定
的
媒
介

だ
か
ら
、
仲
人
も
そ
う
で
す
け
れ
ど
も
、
い
つ
ま
で
も

残
っ
て
い
た
ら
困
る
わ
け
で
す
よ
、
結
婚
し
た
ら
い
な

く
な
っ
て
も
ら
わ
な
い
と
ね
。
そ
う
言
う
意
味
な
ら
わ

か
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
で
も
最
初
は
や
は
り
媒
介
が
あ
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に
神
を
知
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
で
す
よ
ね
。

上
田 

で
す
か
ら
、
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
の
説
教
の
中
で
繰
り
返
し

出
て
く
る
の
は
、﹁
神
の
子
﹂
と
い
う
言
葉
で
す
。
た
だ
、

神
の
子
で
あ
る
と
こ
ろ
で
は
父
も
な
く
子
も
な
い
と
い

う
こ
と
を
同
時
に
強
調
す
る
と
こ
ろ
が
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト

の
独
特
な
と
こ
ろ
で
、
そ
れ
が
、
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
が
異

端
と
さ
れ
た
所
以
で
も
あ
る
わ
け
で
す
。

た
と
え
ば
ね
、
太
陽
を
仮
に
見
た
と
し
て
、
わ
れ
わ

れ
が
感
じ
て
い
る
の
は
網
膜
に
映
っ
て
い
る
太
陽
の
像

で
、
向
こ
う
に
投
射
す
れ
ば
わ
れ
わ
れ
に
見
え
る

0

0

0

0

0

0

0

0

太
陽

を
見
て
い
る
わ
け
で
す
よ
ね
。
だ
け
ど
、
わ
れ
わ
れ
は

太
陽
自
身
を
見
て
い
る
わ
け
で
す
。
だ
か
ら
、
わ
れ
0

0

わ
れ
に
そ
う
見
え
る

0

0

0

0

0

0

0

0

太
陽
を
見
て
い
る
と
い
う
こ
と
は

太
陽
そ
の
も
の
を
見
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
通
じ
て
い

る
わ
け
で
す
よ
ね
。
だ
か
ら
そ
う
い
う
媒
介
性
が
あ
る

と
い
う
こ
と
は
非
常
に
わ
か
る
の
で
。
だ
か
ら
、
神
の

子
を
見
る
と
い
う
こ
と
は
、
神
自
身
を
見
る
こ
と
だ
と

い
う
こ
と
は
非
常
に
よ
く
分
か
る
わ
け
で
す
け
れ
ど
も

ね
。

か
ら
や
は
り
結
び
つ
い
て
い
る
と
い
う
結
び
つ
き
を
超

え
て
、
そ
の
超
え
た
も
の
が
ま
た
結
び
つ
き
を
生
み
出

す
と
い
う
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
で
す
ね
。

八
木
誠
一　

否
定
的
媒
介
と
い
う
二
重
性
で
す
よ
ね
、
そ
れ
が
。

上
田	

で
す
が
、
そ
れ
を
二
重
性
と
言
っ
て
し
ま
っ
て
二
重
性

に
止
め
て
し
ま
う
と
ま
た
歪
ん
で
し
ま
い
ま
す
。
だ
か

ら
、
二
重
性
と
言
う
の
で
あ
れ
ば
、
二
重
性
で
あ
っ
て

二
重
性
で
な
い
、
と
か
。
二
重
性
で
な
く
し
て
二
重
性

で
あ
る
と
か
ね
。

八
木
誠
一　

媒
介
と
い
う
の
は
そ
う
い
う
も
の
で
す
よ
ね
。
媒

介
で
あ
っ
て
媒
介
で
な
い
わ
け
で
す
よ
ね
、
必
ず
媒
介

性
と
直
接
性
と
い
う
こ
と
が
、
媒
介
と
い
っ
た
場
合
に

は
あ
る
わ
け
で
す
。
単
純
に
直
接
性
と
い
う
の
と
は
違

う
ん
で
す
よ
ね
。
だ
か
ら
、
神
の
直
接
経
験
が
あ
る
と

は
、
僕
は
実
は
思
わ
な
い
の
で
ね
。
や
は
り
媒
介
に
お

け
る
直
接
性
で
す
よ
ね
。
私
の
中
に
お
け
る
神
の
子
を

知
る
こ
と
が
神
を
知
る
こ
と
で
す
よ
ね
。
だ
か
ら
、
や

は
り
二
重
性
が
あ
る
わ
け
で
、
最
初
か
ら
神
の
子
な
し
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違
う
け
れ
ど
も
、
直
接
性
と
い
う
こ
と
が
言
え
る
時
に

は
、
媒
介
を
超
え
る
と
い
う
、
媒
介
が
あ
っ
て
媒
介
が

な
く
な
る
と
い
う
連
関
な
の
だ
け
れ
ど
も
、
ど
こ
に
自

分
が
立
っ
て
も
の
を
言
う
か
、
そ
の
こ
と
が
や
は
り
大

切
に
な
り
ま
す
ね
。

八
木
誠
一　

そ
れ
は
当
然
、
媒
介
が
な
い
と
こ
ろ
で
言
わ
な
け

れ
ば
い
け
な
い
で
す
よ
ね
。

上
田	

そ
こ
で
、
当
時
の
教
会
の
神
学
と
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
の
対

立
が
あ
っ
た
わ
け
で
す
ね
。

八
木
誠
一　

た
と
え
ば
聖
書
は
セ
カ
ン
ダ
リ
ー
な
意
味
で
は
媒

介
に
な
り
ま
す
よ
ね
。
で
す
か
ら
、
最
後
ま
で
聖
書
に

留
ま
っ
て
い
る
の
は
ダ
メ
だ
と
、
聖
書
原
理
に
反
抗
し

て
思
う
わ
け
で
す
よ
ね
。
聖
書
の
言
葉
は
消
え
な
け
れ

ば
い
け
な
い
の
で
す
よ
。
た
だ
、
消
え
な
け
れ
ば
い
け

な
い
な
ん
て
言
う
と
猛
烈
怒
ら
れ
ま
す
け
ど
ね
、
キ
リ

ス
ト
教
会
か
ら
。
し
か
し
、
信
徒
が
最
初
に
経
験
す
る

の
は
聖
書
の
言
葉
な
の
で
あ
っ
て
、
あ
た
か
も
そ
れ
が

な
い
か
の
ご
と
く
言
う
の
は
少
し
問
題
で
は
な
い
か
、

ま
た
言
い
返
え
す
よ
う
で
す
が
、
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
の

場
合
、
神
の
子
を
見
る
と
い
う
こ
と
は
神
の
子
に
な
る

と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
そ
れ
は
、
神
の
内
的
な
生
命
の

中
に
自
分
自
身
が
引
き
入
れ
ら
れ
て
ゆ
く
と
い
う
こ
と

で
す
。

八
木
誠
一　

だ
か
ら
、
そ
れ
を
さ
っ
き
か
ら
言
っ
て
い
る
の
で

す
が
。
ち
ょ
っ
と
概
念
規
定
の
問
題
だ
と
思
い
ま
す
が
。

上
田	

概
念
規
定
だ
と
い
う
こ
と
は
、
ど
こ
で
も
の
を
言
う
か

と
い
う
こ
と
で
す
。
ど
う
い
う
脈
絡
の
中
で
全
体
の
連

関
を
描
く
か
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。

八
木
誠
一　

そ
れ
は
よ
く
分
か
り
ま
す
。
や
は
り
媒
介
性
の
と

こ
ろ
に
留
ま
っ
て
は
ダ
メ
な
ん
で
す
よ
ね
。
留
ま
っ
て

い
て
は
ダ
メ
だ
か
ら
、
神
と
い
う
と
こ
ろ
で
も
の
を
言

う
の
だ
け
れ
ど
も
、
だ
け
れ
ど
も
神
の
直
接
経
験
と
は

違
う
。
つ
ま
り
媒
介
を
経
て
媒
介
を
消
す
と
言
い
ま
す

か
、
そ
う
い
う
直
接
性
で
あ
っ
て
、
最
初
か
ら
の
直
接

性
と
は
違
う
の
で
は
な
い
か
。

上
田	

そ
れ
は
そ
う
で
す
、
当
然
。
最
初
か
ら
の
直
接
性
と
は
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長
町	

そ
こ
に
面
白
い
問
題
が
あ
り
ま
し
て
、
晩
年
の
﹃
神
の

慰
め
の
書
﹄
で
は
、
一
方
でG

leichheit

は
わ
れ
わ
れ

が
神
を
経
験
で
き
る
根
底
な
の
で
す
ね
。

八
木
誠
一　

も
ち
ろ
んG

leichheit

が
な
け
れ
ば
経
験
は
成
り

立
た
な
い
け
れ
ど
も
、
だ
け
どG

leichheit

とIdentität

は
違
う
か
ら
ね
。

長
町	

だ
け
れ
ど
、
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
は
﹃
神
の
慰
め
の
書
﹄
で

G
leichheit 

はG
leichheit

に
留
ま
る
こ
と
を
憎
む
と
語

っ
て
お
り
ま
す
。

八
木
誠
一　

も
ち
ろ
ん
そ
れ
は
媒
介
だ
か
ら
そ
う
で
し
ょ
う
。

長
町	

そ
こ
で
、
そ
れ
は
ど
う
し
て
もG

leichheit

な
ら
ば
似

る
と
い
う
方
向
に
陥
る
こ
む
可
能
性
も
あ
る
わ
け
で
す

か
ら
、
そ
れ
を
絶
え
ず
克
服
す
る
意
味
で
、G

leichheit

そ
の
も
の
か
ら
脱
自
す
る
と
い
う
言
い
方
も
す
る
の
で

ご
ざ
い
ま
す
ね
。
そ
う
い
う
と
こ
ろ
も
含
め
て
、
わ
た

し
は
直
接
性
と
い
う
こ
と
を
申
し
た
の
で
す
。

八
木
誠
一　

神
の
子
と
い
う
の
は
媒
介
で
あ
る
の
だ
け
れ
ど
も
、

媒
介
が
媒
介
で
あ
っ
て
媒
介
で
な
く
な
る
と
こ
ろ
に
直

と
。

上
田	
誰
が
、
な
い
か
の
よ
う
に
言
う
の
で
す
か
。

八
木
誠
一　

教
会
で
す
。
我
々
の
問
題
の
場
合
、
こ
の
発
表
の

タ
イ
ト
ル
が
﹁
神
経
験
の
直
接
経
験
﹂
と
そ
の
よ
う
に

あ
り
ま
し
た
の
で
、
そ
れ
は
問
題
で
は
な
い
か
と
思
い

ま
し
て
。

長
町	

タ
イ
ト
ル
の
表
現
に
関
し
て
は
、
直
接
性
が
成
り
立
つ

と
こ
ろ
へ
わ
れ
わ
れ
が
再
出
生
す
る
こ
と
が
で
き
る
の

だ
と
い
う
意
味
合
い
で
使
っ
た
の
で
す
が
、
今
お
二
人

が
議
論
し
て
く
だ
さ
っ
た
こ
と
に
関
し
て
、
わ
た
し
の

論
文
の
注
三
五
の
引
用
を
見
て
い
た
だ
き
ま
す
と
、
こ

れ
は
﹃
ヨ
ハ
ネ
に
よ
る
福
音
書
﹄
の
注
解
で
す
け
れ
ど

も
、﹁
子
の
像
な
の
で
は
な
く
て
、〈
始
原
な
き
始
原
﹀﹂

か
ら
像
が
成
り
立
つ
の
だ
と
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
は
述
べ
て

お
り
ま
す
。

八
木
誠
一　

成
り
立
つ
わ
け
で
す
よ
ね
。
こ
の
﹁G

leichheit

﹂

と
い
う
同
等
性
はIdentität

で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で

す
よ
ね
。
そ
こ
な
ん
で
す
よ
ね
、
問
題
は
。
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ね
。

森	

す
ご
い
専
門
性
が
高
い
所
へ
素
人
が
質
問
す
る
の
も
お

こ
が
ま
し
い
の
で
す
け
れ
ど
も
、
一
つ
は
直
接
性
の
根

拠
は
、
引
用
で
言
え
ば
、
流
出
よ
り
も
突
破
の
方
が
高

貴
だ
と
い
う
こ
と
で
す
よ
ね
。
だ
か
ら
、
像
と
い
う
こ

と
が
、
た
ぶ
んim

ago D
ei

のD
ei

の
中
に
は
神
も
神

の
根
底
も
両
方
含
ま
れ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
神
は
自

己
自
身
よ
り
も
自
己
に
近
い
と
言
う
わ
け
で
し
ょ
。
そ

こ
は
二
重
と
い
う
か
、
何
と
も
言
え
な
い
不
思
議
な
と

こ
ろ
が
あ
る
わ
け
で
す
よ
ね
。
そ
う
す
る
と
、
さ
っ
き

先
生
が
お
っ
し
ゃ
っ
た
よ
う
に
、
わ
れ
わ
れ
のSeele

に
神
が
生
ま
れ
る
わ
け
で
す
か
ら
、
と
い
う
こ
と
は
、

im
ago D

ei

のim
ago

は
子
で
も
あ
る
わ
け
で
す
よ
ね
。

で
も
父
・
子
・
聖
霊
と
い
う
の
は
神
の
像
で
あ
り
、
本

当
は
、
根
底
は
像
を
超
え
て
い
る
わ
け
で
す
よ
ね
。
無

相
と
かÜ

berbilden

で
す
よ
ね
。
そ
う
す
る
と
、
像
と

い
う
と
こ
ろ
は
、
二
重
と
い
う
か
三
重
と
い
う
か
、
そ

こ
は
や
や
こ
し
い
わ
け
で
す
よ
ね
。
そ
れ
で
一
つ
の
項

目
は
、
ア
ス
ケ
ー
ゼ
︵
禁
欲
︶
と
い
う
こ
と
を
お
っ
し

接
性
が
現
れ
る
。
し
か
し
そ
の
直
接
性
か
ら
言
語
を
含

め
て
媒
介
性
と
い
う
の
が
出
て
く
る
の
で
す
。
聖
書
の

言
葉
ま
で
遡
っ
て
も
良
い
け
れ
ど
も
。
そ
れ
が
直
接
性

と
媒
介
性
の
関
係
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
の
で
す
か
。

長
町	

そ
う
で
ご
ざ
い
ま
す
ね
。
た
だ
、
そ
こ
で
わ
た
し
が
後

半
で
申
し
た
か
っ
た
こ
と
は
、
そ
れ
が
わ
れ
わ
れ
の
十

全
な
自
覚
に
至
る
と
い
う
歴
史
性
と
し
て
の
媒
介
生
成

と
い
う
問
題
は
、
キ
リ
ス
ト
教
で
は
救
い
の
歴
史
と
い

う
問
題
と
共
に
、
イ
エ
ス
の
受
肉
と
そ
の
継
承
と
い
う

問
題
で
考
え
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。

八
木
誠
一　

キ
リ
ス
ト
教
に
お
け
る
一
つ
の
問
題
性
と
い
う
の

は
、
聖
書
が
最
後
ま
で
媒
介
者
と
し
て
消
え
ず
に
留
ま

っ
て
い
る
と
こ
ろ
だ
と
思
う
の
で
す
。
だ
け
ど
、
や
っ

ぱ
り
言
葉
に
帰
っ
て
く
る
わ
け
で
す
よ
ね
。

長
町	

し
か
し
、
そ
の
聖
書
も
全
体
的
な
イ
エ
ス
運
動
の
中
に

成
立
し
て
ゆ
く
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
ね
。

八
木
誠
一　

そ
う
な
の
で
す
け
れ
ど
、
も
う
一
つ
言
え
ば
、
歴

史
的
な
個
人
と
し
て
の
イ
エ
ス
も
媒
介
で
あ
り
ま
す
よ
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る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
こ
で
は
父
、
子
、
聖
霊
も
な
い
と

い
う
と
こ
ろ
も
あ
る
わ
け
で
し
ょ
う
。
だ
か
ら
、
今
日

の
お
話
で
、
僕
は
分
か
っ
た
つ
も
り
で
い
た
こ
と
も
分

か
ら
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
す
が
、
も
う
少
し
専

門
性
の
手
前
で
、
も
う
少
し
外
の
素
人
に
も
優
し
く
言

っ
て
も
ら
え
ま
せ
ん
か
。

長
町	

im
ago D

ei

が
成
立
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
、
エ
ッ

ク
ハ
ル
ト
も
そ
う
考
え
て
い
る
と
思
う
の
で
す
け
れ
ど

も
、
根
源
的
に
生
け
る
神
を
探
求
で
き
る
こ
と
の
根
拠

で
も
あ
り
、
ど
こ
ま
で
も
魂
が
神
を
極
め
て
ゆ
く
と
い

う
こ
と
の
根
拠
で
も
あ
る
と
思
い
ま
す
。
し
か
し
、
わ

た
し
た
ち
がim

ago D
ei

で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
基
づ

い
て
自
分
を
見
る
な
ら
ば
、
ま
た
ダ
メ
な
の
で
す
ね
。

そ
こ
が
難
し
い
と
こ
ろ
な
の
で
す
が
、
結
局
神
も
な
く

我
も
な
く
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
突
破
と
い
う
動
性
は
、

流
出
で
あ
る
限
り
で
はim

ago D
ei

と
い
う
こ
と
も
言

え
る
の
だ
と
思
う
の
で
す
ね
。

門
脇	

Bild

と
い
っ
た
時
に
、
そ
れ
に
対
す
る
我
と
い
う
こ
と

ゃ
る
わ
け
で
す
よ
ね
。
で
す
か
ら
、
僕
は
も
う
一
つ
、

子
と
い
う
こ
と
と
像
と
い
う
こ
と
が
ど
の
よ
う
な
関
係

に
な
っ
て
い
る
の
か
。
二
番
目
に
引
用
さ
れ
た
も
の

は
、
火
に
関
す
る
説
教
で
す
よ
ね
。
こ
こ
で
は
激
し
く

括
弧
付
き
の
神
よ
り
も
自
分
の
方
が
根
源
的
だ
と
言
っ

て
い
る
わ
け
で
す
よ
ね
。
人
間
の
方
か
ら
言
う
と
人
間

の
魂
の
根
底
の
方
が
、
所
謂
括
弧
付
き
の
神
よ
り
も
も

っ
と
直
接
的
だ
と
意
味
で
す
よ
ね
。
と
い
う
こ
と
は
、

Seele

の
根
底
と
神
の
根
底
が
一
つ
だ
と
い
う
と
こ
ろ

で
、
あ
る
種
の
逆
転
現
象
が
起
こ
っ
て
い
る
の
で
は
な

い
か
と
。
な
ぜ
自
分
よ
り
自
分
に
近
い
の
か
。
そ
こ
に

非
常
に
不
思
議
な
と
こ
ろ
が
あ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ

う
か
。
あ
ま
り
に
も
素
人
っ
ぽ
い
質
問
で
す
み
ま
せ
ん

が
、
先
生
の
ご
論
文
は
な
か
な
か
難
し
く
て
僕
に
は
歯

が
立
た
な
い
の
で
す
が
、
も
う
少
し
像
と
い
う
こ
と
と
、

im
ago D

ei

のim
ago

と
い
う
こ
と
と
、神
の
子
の
誕
生
、

子
と
の
関
係
で
す
が
、
そ
れ
は
ど
う
な
の
で
し
ょ
う
。

そ
し
て
子
そ
の
も
の
の
中
に
は
子
で
も
父
で
も
な
い
と

い
う
か
、
つ
ま
り
わ
れ
わ
れ
の
中
に
根
底
が
届
い
て
い
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る
よ
う
な
、
そ
ん
な
こ
と
は
あ
り
得
な
い
で
す
よ
ね
。

八
木
誠
一　

た
と
え
ば
新
約
聖
書
の
場
合
の
神
と
人
間
の
直
接

的
な
関
係
が
語
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
も
、
構
造
分
析

す
る
と
、
そ
こ
に
は
神
の
子
が
入
っ
て
い
る
。
明
示
的

に
は
出
て
い
な
い
け
れ
ど
も
、
構
造
の
中
に
入
っ
て

い
る
の
で
す
よ
。
だ
か
ら
、
神
の
子
を
抜
か
し
た
神
と

人
間
の
関
係
と
い
う
の
と
は
少
し
違
う
の
だ
と
思
い
ま

す
。

長
町	

そ
れ
は
そ
う
だ
と
思
い
ま
す
が
、
わ
れ
わ
れ
が
神
の
子

を
理
解
し
た
り
、
そ
れ
を
意
識
し
た
り
す
る
こ
と
で
は

な
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

八
木
誠
一　

そ
う
で
は
な
く
て
、
別
の
言
い
方
で
言
え
ば
、
神

を
経
験
す
る
と
い
う
こ
と
の
う
ち
に
神
の
子
の
経
験
が

含
ま
れ
て
い
る
と
言
っ
て
も
よ
い
で
す
が
。

門
脇	

神
の
子
を
経
験
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
遡
及
的
に
神
を
経

験
す
る
と
い
う
、
そ
の
よ
う
な
形
で
良
い
で
し
ょ
う
か
。

八
木
誠
一　

神
を
経
験
す
る
と
い
う
こ
と
の
中
に
神
の
子
の
経

験
が
逆
に
含
ま
れ
て
い
る
、
ま
た
、
そ
の
逆
も
あ
る
わ

を
常
に
考
え
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
よ
ね
。Bild

が

な
く
な
る
と
い
う
こ
と
は
、
別
に
映
像
で
な
く
て
も
良

い
の
で
す
が
、
神
と
対
面
し
て
い
る
。
そ
れ
が
な
く
な

る
と
い
う
こ
と
は
、
対
面
そ
の
も
の
が
な
く
な
る
、
見

る
我
が
な
い
と
い
う
こ
と
を
含
む
と
い
う
こ
と
で
し
ょ

う
か
。
そ
こ
ま
で
言
っ
て
良
い
の
で
す
か
。

長
町	

そ
う
い
う
感
じ
の
方
向
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

門
脇	

﹁
我
が
死
す
﹂
と
い
う
よ
う
な
表
現
が
、
今
日
な
か
っ

た
と
い
う
こ
と
が
、
分
か
り
に
く
い
と
こ
ろ
か
な
と
感

じ
ま
し
た
。
わ
た
し
が
、
主
体
が
消
え
る
と
い
う
こ
と

を
二
つ
並
べ
て
行
か
な
い
と
、
研
究
の
場
で
は
そ
れ
を

言
わ
な
い
と
分
か
り
に
く
い
と
い
う
か
。
い
や
、
説
教

の
場
で
も
﹁
あ
ん
た
が
た
も
う
死
ぬ
ん
だ
っ
せ
﹂
と
い

う
よ
う
な
こ
と
を
言
わ
な
い
と
話
が
進
ま
な
い
よ
う
な

気
も
し
ま
す
か
ら
。
だ
か
ら
、
そ
の
二
つ
の
要
素
を
考

え
な
い
と
、Bild 

だ
け
で
考
え
て
い
る
と
、Bild

を
見

な
い
我
も
い
る
よ
う
な
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
よ
う
な

気
が
す
る
。Bild

が
消
え
て
い
る
の
に
我
が
残
っ
て
い



155 ――― 東西宗教研究　第 12 号・2013 年

い
ま
し
た
。

け
で
す
。

長
町	
し
か
し
、
普
通
の
意
味
で
の
わ
れ
わ
れ
が
い
ろ
い
ろ
な

も
の
に
取
り
憑
か
れ
た
形
で
の
自
己
を
経
験
し
て
い
る

と
い
う
こ
と
が
、
神
の
子
を
経
験
し
て
い
る
と
い
う
こ

と
で
す
か
。

八
木
誠
一　

そ
れ
に
通
じ
る
わ
け
で
す
ね
。

上
田	

そ
の
場
合
、神
の
子
と
い
う
の
は
何︵
乃
至
誰
︶で
す
か
。

八
木
誠
一　

イ
エ
ス
と
い
う
個
人
で
は
な
い
の
で
す
。
人
間
に

お
け
る
神
の
働
き
で
す
。
人
間
に
お
け
る
神
の
働
き
と

い
う
の
は
、
神
そ
の
も
の
と
は
違
い
ま
す
か
ら
。
人
間

の
中
に
お
け
る
神
の
働
き
で
す
か
ら
。
人
間
に
お
け
る

神
の
働
き
の
直
接
経
験
は
、
そ
の
ま
ま
神
の
経
験
に
通

じ
る
と
い
う
意
味
で
す
。
パ
ウ
ロ
も
そ
う
だ
と
思
い
ま

す
し
、
実
際
そ
う
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

門
脇	

ち
ょ
う
ど
十
八
時
と
い
う
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
の
で
、

ま
た
座
を
か
え
て
十
分
に
話
し
て
い
た
だ
き
た
い
と
思

い
ま
す
が
、
こ
の
場
は
こ
れ
で
閉
め
さ
せ
て
頂
き
た
い

と
思
い
ま
す
。
長
町
先
生
、
ど
う
も
あ
り
が
と
う
ご
ざ


