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逢
坂
元
吉
郎
の

身
体
論

寺

　
尾

　
寿
　
芳

　
逢
坂
元
吉
郎
の

後
期
に

お
け
る

身
体
論
は

徹
底
的
に

秘
義
性
に

彩
ら

れ

た

も
の

で

あ

り
、

霊
肉
一

如
や

霊
体
を

根
拠
付

け
る

「

受
肉
の

キ
リ

ス

ト
」

へ

と

収
斂
す
る
一

元
的
ビ

ジ

ョ

ン

で

あ
る

。

も
ち
ろ

ん
こ

の

身
体
性

は

唯
物
論
的
な
も
の

と

は
異
な
り、

む
し
ろ

心
身
冖

如
的
な
も
の

と

し
て

人
間
の

本

質
を
形
成
し、

パ

ウ
ロ

が
復
活
後
の

身
体
と

し
て

認
め

た
「

霊

体
」

と
同

定
さ
れ

る
。

　
し
か
も
逢
坂
は
そ
の

成
就
に
つ

い

て、

物
に

限
定
さ
れ
な
い

が
物
で

も

あ
る

現
実
的
根

拠
を
主

張
す
る

。

生
け
る

表

徴、

つ

ま
り
た
ん
な
る
記
号

を
こ

え
た

秘

義
性
を

体
現
す
る、

サ

ク

ラ

メ

ン

ト
と

し
て

の

聖

体
で

あ

る
。

こ

こ

で

の

聖

体
は
「

生
き
る
霊
」

で

あ
る

霊
体
に

向
け
て、

キ
リ

ス

ト
の

「

生
か

す
霊
」

を

与
え

増
す

存
在
で

あ
る

。

ま
た
「

聖
体
へ

の

触
覚

は
至

純
の

喜
悦
」

で

あ

り、
「

十

字
架
の

キ

リ

ス

ト
と

接

触
し

て

い

る

こ

と
を
さ

と
る
」

と

最
大
限
に

評
価
さ
れ
て

い

る
。

　
こ

う
し
た

実

体
論
的
な

発
想
に

の
っ

と

り、

逢
坂
は

プ
ロ

テ

ス

タ

ン

テ

イ

ズ

ム

全

般
に

読
み

取
れ

る

主

観
主

義
を
き
び

し

く
批
判
す
る

。

ア

ウ

グ

ス

テ

ィ

ヌ

ス

が

客
観
の

三
一

神
に

よ

る

サ

ク

ラ

メ

ン

ト

に

お

け
る

聖

礼
典

的
実
在
と

し
て

の

実
体
変
化
を
こ

そ
重
ん

じ

た

の

に

対
し

て
、

ま

ず
ル

タ

ー

が

内
的
感
謝
と

い

う
良
心
主

義
を

発
動
す
る

こ

と
に

よ
っ

て

主

観
へ

と

逸
脱
し

、

キ

リ

ス

ト

自
身
よ

り
も

ト
字
架
の

功
績
を

重
視
す
る

転
倒
に

至

っ

た

と

批
判
さ

れ、

つ

づ

い

て

そ
の

内
在
主

義
を
カ

ル

ヴ

ァ

ン

が

強
め
、

昇
天
し
た

霊
的
存
在
と

し
て

の

霊

在
の

み
を

重
視
し
、

聖

体
を

記
号
へ

と

貶
め

た

と

否
定
さ
れ

る
の

で

あ
る
。

　
後
期
逢
坂
の

神
学
思

想
は

総
じ

て

カ

ト
リ
ッ

ク

的
な

性
格
が
強
い

が、

カ

ト

リ

ッ

ク

の

ロ

ー

マ

首
位
権、

教
皇
無
謬
説、

ス

コ

ラ

神
学
の

機
械
的

硬
直
性

、

外
国
人
司
教

等
を

批

判
す
る

逢

坂
は
、

「

プ
ロ

テ

ス

タ

ン

ト
と

カ

ト
リ

ッ

ク
の

中
間

道
」

で

あ
る

「

『

カ

ト

リ
カ

』

す
な
わ

ち
公

会
」

を

求
め

る
。

こ

の

公
会
は

現
世
の

た

だ

な
か
で

、

あ
ら
ゆ

る
匿
俗
的
な
存
在

に
対
し

て

批
判
的
に

向
か
い

あ
う

。

　
こ

こ

に
当
時
の

国
家
体
制
を

支
え

た
諸
思
想
こ

と

に

京
都
学
派
の

哲

学

と

の

関
連
を

問
う
こ

と

が
で

き
る

。

当
時
の

京

都
学
派
に

は、、
一
木
清
を
通

じ
て
マ

ル

ク

ス

主

義
の

影
響
が

強
く
見
ら
れ
る

。

三

木
は
通

常
の

「

存
在

と
し
て

の

歴
史
」

か
ら

区
別
さ
れ
た

「

歴
史
を

作
る

行
為
そ
の

も
の
」

と

し
て

の

「

事
実
と

し
て

の

歴

史
」

に

は
た

ら

く
「

対
象
化

不
可

能
」

な

「

事
実
と
し
て

の

主
体
」

に

注
目

す
る

が、

他
方
で

へ

ー

ゲ
ル

に

同
意
し

て

実

体
を

事
実
な
ら
ぬ

存
在
に

託
す
る
か
た
ち
で

主

体
か
ら

弁
別
す
る

。

や

が
て

京
都
学
派
の

哲
学
は

個
か
ら
離
れ
て

、

国
家
や

民
族
と
い

っ

た
、

す
べ

て

の

母
胎
的
起
源
に

し
て

媒
介
で

あ
る

特
権
的
な

「

基

体
」

へ

と

回

収
さ
れ

て

し

ま
う

。

　
こ

の

よ

う
な

思

想
状
況
に

お
い

て

逢
坂
は

、

西

田
を

尊

敬
し
つ

つ

も

「

や
は

り
キ

リ
ス

ト
教
に

成
り
き
れ

て

い

ず、

教
会
と

い

う
も
の

が
思

想

に

加
わ
っ

て

い

ま
せ

ん
」

と

批
判

す
る

。

こ

の

い

わ

ば

意
図
的
誤
読
と

も

い

え
る

発

言
の

背

景
に

は、

逢
坂
も
ま
た
主

体
へ

の

強
い

共
感
を

抱
い

て

い

た

事
情
が

あ
る

。

逢
坂
は
日

本
基

督
教
団
結
成
を

批
判
す
る

が
、

そ

れ

は

教
派
主

義
を
密
か

に

温
存
さ
せ
た
主

観
的
妥
協
と
サ

ク

ラ

メ

ン

ト

の

軽

視
に

よ
っ

て

主
体
が

忘

却
さ
れ
て

い

た
か
ら

で

あ
る
。

む

し
ろ

教
会
合
同

は

「

奥
義
」

つ

ま
り

「

伝
統
」

を
核
心
と

し
な
が

ら
、

「

敬
虔
の

体
験
」

の

「

連
鎖
」

か

ら
歴
史
的

視
圏
を
確

保
し、

「

創
造
者
の

太
古
か
ら

持
て

426（1260）
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る
体
」

で

あ
る
「

霊

体
」

と

し
て

聖
体
、

つ

ま
り
歴
史
を

超
克
す
る
「

雫

の

体
」

す
な
わ
ち
「

主

体
」

に

よ
ら
ね
ば

な
ら
な
い

。

こ

の

逢
坂
の

思
想

に
は

主
体
と

実
体
と

の

分
裂
が
な
い

。

そ

こ

で

は

い

か

な

る

基
体
も
主

体

の

前
に
は

比
較
以

前
の

絶
対
的
極
小
存
在
に

す
ぎ
な
い

。

つ

ま

り、

人
間

感
情
の

あ
ら

ゆ
る

面
に

通
じ

る
が
ゆ

え
に

体
制
補
完
に

利

用
さ

れ

て

し

ま

う
聖

書
へ

の

主

観
的
反

応
よ

り
も、

サ
ク

ラ

メ

ン

ト
に

よ

る

客
体
的
聖

体

の

ほ

う
が
、

国
家
を
超

克
す
る

根
拠
た

り
う
る

の

で

あ
る

。

　
「

感

傷
の

共
同

体
」

主

義
に

対
す
る

〈

凍

結
の

思
想〉

と

し

て

逢
坂
の

神
学
思
想
は

、

近

代
日

本
キ

リ
ス

ト
教
思

想
研
究
に

お

い

て
、

プ
ロ

テ

ス

タ

ン

テ

ィ

ズ
ム

の

受
苦

的
疎
外
態
を

、

さ

ら
に

は

不
在
に

等
し
か
っ

た
カ

ト

リ

シ

ズ

ム

の

代
行
者
を
仮

想
し

描
写
す
る

た
め

に、

有
益
な
照
合
系
だ

と
思
わ

れ
る

。

斎
藤
茂
吉
の

病
者
へ

の

眼
差
し

小

　
泉
　
博

　
明

　

斎
藤
茂
吉
は

精
神
病
医
で

あ
る

。

こ

こ

で

は
、

茂
吉
の

精

神
病
者
に

対

す
る

眼

差
し

を

茂
吉
の

作
品
を

通
し

て

考
察
す
る

も
の

で

あ
る

。

歌
人
と

し
て

斎
藤

茂
吉
の

名
を
一

躍
高
ら

し

め

た

第
一

歌

集
「

赤
光』

（
大
正
二

年、

東
雲
堂

書
店
初
版）

の

中
で
、

異
彩
を
放
つ

の

が
「

狂
人

守
」

の

連

作
で

あ
る

。

精
神

病
者
や

精
神
病
医、

さ

ら
に

は

精
神
病
院
を
題

材
と
し

た
歌
が
詠
ま
れ

た
の

で

あ
る

。

当
時、

茂
吉
は

東
京
帝
国
大
学
医

科
大
学

を

卒
業
し、

恩
師

呉
秀
三

が
院

長
で

あ
っ

た
、

東
京
府
巣
鴨
病
院
の

医

員

で

あ
っ

た
。

　

茂
吉
は

精
神

病
者
の

「

狂
人
」

に

対
し

、

精
神
病
医
で

あ
る

自
ら

を

「

狂
人
守
」

と
い

う
。

ま
た
、

精

神
病

医
を

「

感
謝
せ
ら
れ

ざ
る

医
者
」

と

い

う
、

「

狂
人

守
」

と

は、

誰
も
が
口

常
で

使
用
す
る．
言

葉
で

は
な
い

。

こ

の、
言

葉
に

は

茂
吉
の

精
神
病
者
へ

の

深
く
沈
潜
し

た
思
い

が

あ
る

。

し

か
し

、

精
神

科
医
で

精
神
科
医

療
史
を

研
究
す
る

岡
田

靖
雄
は

、

茂
吉
の

歌
に

は
「

狂
人

守
」

「

狂
人
」

「

狂

院
」

「

瘋
癲
院
」

な
ど
と
い

う
差

別
語
が

あ
り

、

差
別

問
題
へ

の

意
識
が
欠
如
し
て

い

る

と
皮
相
的
に

批

判
し
て

い

る
。

確
か
に、

恩

師
呉

秀
三
は

病
名
か
ら

「

狂
」

の

字
を
取

り
除
く
事
に

腐
心
し
た

。

例
え
ば

躁
鬱
狂
は
躁
鬱

病
と
な
っ

た
。

し
か
し

、

世

間
も
同

様
に

「

狂
」

の

字
と

訣
別
し

、

差
別
が
解

消
さ
れ

た
の

で

あ
ろ

う
か

。

呉

秀
＝ 、
に

よ
る

理
念
は

存
在
す
る
が、

現
実
に

は
精
神
病
者
の

中
で、

取
り

決
め

ら

れ
た

病
名
の

変
更
に
過
ぎ
な
か
っ

た

の

が
実
態
と

い

え
よ

う
。

よ

っ

て、

呉
秀
三

の

高
邁
な
精
神
は
、

当
時
の

杜
会
で

は

思
う
よ

う
に

浸
透

し
て

い

な
い

の

で

あ
る

。

一

九、
一
四

（
大
正

＝
二

）

年
一

二

月
一

九

日
付

の
、

養
父
紀
一

が

院
長
で

あ
っ

た

青
山
脳
病
院
焼
失
の

新
聞
記
事
の

見
出

し
に

は

「

焼
出
さ

れ

た

狂
人
」

と

あ
り、

焼
け
跡
に

佇
み
茫
然
と

す
る
精

神
病
者
の

姿
が

赤
裸
々

に

写
真
で

掲
載
さ
れ

て

い

る
。

こ

の
一

例
で

も
っ

て
、

す
べ

て

を

語
っ

て

い

る

の

で

あ
る
。

「

狂
」

の

字
は

日
常
の

空

間
で

は
、

何
ら

抵

抗
な
く

語
ら

れ

て

い

た
の

で

あ
る
．

漸
く
戦
後
に

な

り、

一

九
七
〇

年
代
に

な
る

と

短
歌
に

あ
る

「

狂
人
」

へ

の

批

判
が

高
ま
る

よ

う

に

な
っ

た
の

で

あ
る

。

大
正
デ

モ

ク

ラ

シ

ー

の

時

代
風
潮
に

あ
っ

て

も、

精
神
病

者
の

人
権
の

恢
復
ま
で

の

議

論
は

及
ば
な
い

。

現
代
と
は

時
代
精

神
の

隔

絶
し
た
相
違
に
つ

い

て

の

認

識
が
極
め

て

肝
要
な
の

で

あ
る

。

　
茂
吉
が
「

狂
人
守
」

の

歌
を
詠
ん

だ

頃
に
、

恩

師
呉
秀
三

は

東
京
帝
国

大

学
精
神
病
学

教
室
の

教

室
員
を
一

府
一

四

県
に

派
遣

し
、

一

九
一

〇
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