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は
じ
め
に

ド
イ
ツ
・
ド
ミ
ニ
コ
会
に
属
す
る
説
教
僧
、
マ
イ
ス
タ
ー
・

エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
（M

eister
E

ckhart,
ca.1260 -1328
）
の
神
学
思
想

に
お
い
て
、
生
が
い
か
に
捉
え
ら
れ
て
い
る
の
か
を
素
描
し
、

そ
の
思
想
が
現
代
に
お
い
て
い
か
な
る
意
味
を
持
つ
か
と
い
う

問
題
を
あ
わ
せ
て
考
え
る
こ
と
が
、
小
論
の
意
図
で
あ
る
。

１．

生
の
本
質
的
規
定

エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
は
語
っ
て
い
る
。「
君
は
何
故
食
べ
る
の
か
」

と
問
わ
れ
た
な
ら
ば
、「
生
き
る
た
め
」
と
答
え
る
で
あ
ろ
う
。

ま
た
、「
君
は
何
故
眠
る
の
か
」
と
問
わ
れ
た
な
ら
ば
、
や
は
り

「
生
き
る
た
め
」
と
答
え
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
「
君
は
何
故
生

き
る
の
か
」
と
問
わ
れ
た
な
ら
ば
、「
ま
っ
た
く
わ
か
ら
な
い
。

し
か
し
私
は
喜
ん
で
生
き
る
」
と
答
え
る
し
か
な
い
と
（
１
）。
つ
ま

り
こ
こ
に
は
、
生
き
る
こ
と
そ
れ
自
体
に
お
い
て
は
、
そ
の
目

的
も
そ
の
理
由
も
な
い
こ
と
が
提
示
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
あ

る
ド
イ
ツ
語
説
教
に
お
い
て
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
は
、
た
と
え
生
そ

れ
自
体
が
「
君
は
何
故
生
き
る
の
か
」
と
千
年
の
間
問
い
続
け

ら
れ
た
と
し
て
も
、「
私
は
生
き
る
ゆ
え
に
生
き
る
」
と
語
る
以
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外
に
は
な
い
で
あ
ろ
う
と
述
べ
て
い
る
。
そ
の
理
由
を
エ
ッ
ク

ハ
ル
ト
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る

―

「
な
ぜ
な
ら
、
生
が
自
ら
固
有
な
根
底
か
ら
生
き
自
ら
の
固

有
な
る
も
の
か
ら
湧
き
出
で
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
し
た

が
っ
て
、
生
は
、
生
が
そ
れ
自
身
を
生
き
る
ま
さ
に
そ
こ

に
お
い
て
何
故
な
し
に
生
き
て
い
る
の
で
あ
る
。」
（
２
）

生
が
本
来
に
お
い
て
何
故
な
し
で
あ
る
の
は
、
生
が
自
ら
の

固
有
な
根
底
か
ら
湧
き
出
で
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
生
が
自
ら

の
固
有
な
根
底
を
有
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
生
が
生
自
体

の
外
に
そ
の
理
由
を
も
っ
て
は
い
な
い
こ
と
を
意
味
し
、
生
き

る
と
い
う
こ
と
が
内
面
か
ら
自
己
自
身
か
ら
動
か
さ
れ
る
こ
と

を
意
味
し
て
い
る
。
（
３
）

食
べ
る
こ
と
や
眠
る
と
い
う
行
為
は
「
生

き
る
た
め
」
で
あ
っ
て
、
そ
れ
自
体
に
理
由
を
有
し
て
い
る
わ

け
で
は
な
い
。
す
な
わ
ち
、
そ
れ
ら
の
行
為
は
「
生
き
る
」
と

い
う
目
的
を
自
己
自
身
の
外
に
有
し
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、

生
き
る
こ
と
は
内
か
ら
の
も
の
で
あ
り
、
い
わ
ば
内
的
行
為
で

あ
る
。
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
に
よ
れ
ば
、
そ
う
し
た
内
的
行
為
は
時

間
の
下
に
お
い
て
な
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
た
え
ず
生
ま
れ

て
お
り
、
何
か
に
妨
害
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。

　
（
４
）

内
的
な
始
原
か
ら
動
か
さ
れ
る
こ
と
が
本
来
的
意
味
に
お
い

て
生
き
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
反
対
に
、

外
部
の
あ
る
も
の
に
よ
っ
て
動
か
さ
れ
る
も
の
は
本
来
の
意
味

に
お
い
て
生
き
て
い
る
も
の
と
は
言
え
な
い
。
つ
ま
り
、
自
ら

を
動
か
す
も
の
が
自
分
に
先
立
ち
、
自
分
の
外
に
あ
り
、
あ
る

い
は
目
的
を
自
分
の
外
に
有
す
る
す
べ
て
の
も
の
は
、
本
来
的

な
意
味
に
お
い
て
は
、
生
き
て
い
る
も
の
と
は
言
え
な
い
。

（
５
）
　
エ

ッ
ク
ハ
ル
ト
に
よ
れ
ば
、
人
間
を
含
め
た
被
造
物
は
そ
の
よ
う

な
も
の
で
あ
る
。

（
６
）

さ
て
こ
こ
で
、
以
上
述
べ
て
き
た
こ
と
を
要
約
し
て
み
よ
う
。

①

生
は
自
己
の
う
ち
に
そ
の
始
原
を
有
し
て
い
る
。

②

生
き
る
こ
と
は
、
生
の
自
ら
の
固
有
な
根
底
か
ら
湧
き
出

る
と
い
う
内
的
行
為
で
あ
る
。

③

内
的
行
為
と
し
て
の
生
は
時
間
の
下
に
な
さ
れ
る
も
の
で

は
な
い
。

④

自
分
の
外
に
何
故
あ
る
い
は
目
的
を
有
し
て
い
る
す
べ
て

の
も
の
、
す
な
わ
ち
被
造
物
は
本
来
の
意
味
に
お
い
て
生

き
て
い
る
も
の
で
は
な
い
。

こ
こ
で
注
目
さ
れ
る
べ
き
こ
と
は
、
内
的
行
為
と
し
て
の
生
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は
被
造
的
な
も
の
で
は
な
い
、
す
な
わ
ち
神
に
よ
っ
て
創
造
さ

れ
た
も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
が
帰
結
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。

そ
し
て
生
が
被
造
的
で
は
な
い
こ
と
の
根
拠
は
、
生
が
自
己
の

う
ち
に
有
し
て
い
る
始
原
に
あ
る
。
こ
こ
か
ら
一
つ
の
問
題
が

生
じ
る
。
す
な
わ
ち
、
生
の
始
原
と
は
何
か
。
さ
ら
に
は
、
内

的
行
為
と
し
て
の
生
が
時
間
的
な
も
の
で
は
な
い
に
し
て
も
、

わ
れ
わ
れ
は
こ
の
時
間
的
世
界
に
生
き
て
い
る
と
い
う
事
実
か

ら
考
え
る
な
ら
ば
、
も
う
一
つ
の
問
題
が
提
起
さ
れ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
生
の
始
原
は
わ
れ
わ
れ
の
実
生
活
と

い
か
な
る
関
係
に
あ
る
の
か
。

以
下
に
お
い
て
こ
の
二
つ
の
問
題
に
答
え
る
こ
と
で
、
エ
ッ

ク
ハ
ル
ト
に
お
け
る
生
解
釈
の
特
質
を
明
ら
か
に
し
て
み
よ
う
。

ま
ず
は
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
の
聖
書
解
釈
か
ら
見
て
い
く
こ
と
に
す

る
。

２．

生
の
聖
書
神
学
的
基
礎
付
け

エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
は
『
ヨ
ハ
ネ
福
音
書
』
第
一
章
第
三
節
か
ら

四
節
、
す
な
わ
ち
「
万
物
は
言
に
よ
っ
て
成
っ
た
。
成
っ
た
も

の
で
、
言
に
よ
ら
ず
に
な
っ
た
も
の
は
何
一
つ
な
か
っ
た
。
言

の
内
に
命
が
あ
っ
た
」（O

m
nia

per
ipsum

facta
sunt

et
sine

ipso

factum
est

nihil
quod

factum
est.In

ipso
vita

erat.

）
を
、
ア
ウ
グ
ス

テ
ィ
ヌ
ス
以
来
の
伝
統
に
基
づ
い
て
以
下
の
よ
う
に
読
む

―

「
万
物
は
言
に
よ
っ
て
成
っ
た
。
言
な
く
し
て
は
無
が
生
じ

た
。
成
っ
た
も
の
は
、
言
の
う
ち
に
お
い
て
は
、
生
命
で

あ
っ
た
。」（O

m
nia

per
ipsum

facta
sunt

et
sine

ipso
factum

estnihil.Q
uod

factum
estin

ipso
vita

erat.

）

世
界
が
神
の
言
葉
に
よ
っ
て
創
造
さ
れ
た
事
実
に
関
し
て
は
、

両
者
は
共
通
の
こ
と
と
し
て
認
識
し
て
い
る
。
し
か
し
後
者
に

お
い
て
は
、
創
造
さ
れ
た
も
の
が
神
の
言
葉
の
う
ち
に
お
い
て

は
生
命
と
し
て
存
在
し
て
い
る
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
エ

ッ
ク
ハ
ル
ト
は
さ
ら
に
『
知
恵
書
註
解
』
（E

xp
o

sitio
lib

ri

Sapientiae

）
に
お
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る

―

「
神
に
よ
っ
て
造
ら
れ
た
も
の
は
そ
れ
自
身
に
お
い
て
存
在

を
有
し
て
い
る
の
だ
が
、
し
か
し
神
の
う
ち
に
お
い
て
は
、

生
命
と
し
て
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
神
自
身
が
非
被

造
的
で
あ
る
と
同
様
に
、
生
命
と
し
て
は
非
被
造
的
で
あ

っ
た
の
で
あ
る
。」
（
７
）

エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
の
こ
の
解
釈
に
よ
れ
ば
、
神
に
よ
っ
て
創
造



さ
れ
た
す
べ
て
の
も
の
は
こ
の
世
界
に
お
い
て
自
ら
の
存
在
を

有
し
な
が
ら
も
、
神
の
う
ち
す
な
わ
ち
神
の
言
葉
の
う
ち
に
お

い
て
は
非
被
造
的
な
生
命
と
し
て
存
在
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

と
い
う
こ
と
は
、
被
造
物
は
二
重
の
存
在
を
有
す
る
こ
と
に
な

る
。
つ
ま
り
世
界
に
お
け
る
被
造
的
存
在
と
神
の
う
ち
に
お
け

る
生
命
と
し
て
の
存
在
で
あ
る
。
こ
こ
で
こ
の
二
重
の
存
在
に

つ
い
て
考
察
し
て
み
た
い
。

エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
は
、『
創
世
記
註
解
』（E

xpositio
libri

G
enesis

）

に
お
い
て
、
神
の
言
葉
の
う
ち
に
お
け
る
生
命
と
し
て
の
存
在

を
潜
勢
的
存
在
（esse

virtuale

）、
世
界
に
お
け
る
被
造
的
存
在
を

形
相
的
存
在
（esse

form
ale

）
と
名
づ
け
て
い
る
。
潜
勢
的
存
在

と
は
確
固
と
し
た
恒
常
的
な
存
在
で
あ
り
、
形
相
的
存
在
と
は

外
的
な
も
の
の
世
界
に
お
け
る
事
物
の
存
在
、
す
な
わ
ち
事
物

が
そ
の
固
有
の
形
相
に
お
い
て
有
す
る
存
在
で
あ
る
。

（
８
）
　
し
か
し

被
造
物
が
二
重
の
存
在
を
持
っ
て
い
る
と
い
っ
て
も
、
二
つ
の

別
々
の
異
な
っ
た
存
在
を
持
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

神
に
よ
っ
て
創
造
さ
れ
た
す
べ
て
の
事
物
は
、
神
の
言
葉
の

う
ち
に
潜
勢
的
存
在
と
し
て
あ
る
。
す
べ
て
の
事
物
は
神
の
う

ち
に
お
い
て
は
神
の
生
そ
し
て
神
の
知
性
認
識
と
し
て
存
在
し

て
い
る
。
こ
の
存
在
は
事
物
の
い
わ
ば
理
念
（ratio

）
で
あ
る
。

こ
の
理
念
に
し
た
が
っ
て
神
は
世
界
の
事
物
を
創
造
す
る
。
し

た
が
っ
て
、
被
造
物
に
お
け
る
潜
勢
的
存
在
は
、
神
が
創
造
す

る
以
前
に
神
の
う
ち
に
す
で
に
先
在
し
て
い
た
、
神
自
身
の
知

性
認
識
で
あ
り
神
自
身
の
生
な
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
潜
勢
的

存
在
と
し
て
の
生
は
非
被
造
的
で
あ
り
、
こ
の
世
界
に
お
け
る

時
間
性
を
超
越
し
た
永
遠
な
る
存
在
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

以
上
に
お
い
て
明
ら
か
に
な
っ
た
こ
と
は
、
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト

は
『
ヨ
ハ
ネ
福
音
書
』
第
一
章
第
四
節
の
聖
句
に
基
づ
い
て
、

神
に
よ
っ
て
創
造
さ
れ
た
事
物
は
、
こ
の
時
間
的
世
界
に
お
い

て
形
相
と
質
料
と
の
複
合
的
存
在
者
と
し
て
存
在
し
て
い
る
が
、

創
造
以
前
に
お
い
て
は
神
の
言
葉
の
う
ち
に
お
い
て
神
の
生
命

と
し
て
存
在
し
て
い
た
と
解
釈
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
神
の
言
葉
は
、
三
位
一
体
論
か
ら
み
れ
ば
、
ペ
ル
ソ

ナ
と
し
て
の
子
（Filius

）
を
意
味
す
る
。
つ
ま
り
、
子
は
父
か
ら

発
出
し
、
そ
し
て
父
と
子
か
ら
聖
霊
が
発
出
す
る
。
し
た
が
っ

て
、
生
の
始
原
が
神
の
言
葉
で
あ
る
と
い
う
こ
と
の
意
味
は
、

神
の
存
在
内
部
に
お
け
る
発
出
関
係
を
考
察
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
い
っ
そ
う
明
ら
か
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。
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３．

生
命
と
し
て
の
神
的
存
在

神
に
直
接
向
か
っ
て
そ
の
名
を
問
う
た
モ
ー
セ
に
対
し
、
神

自
身
が
答
え
た
名
は
「
わ
た
し
は
あ
る
。
わ
た
し
は
あ
る
と
い

う
者
だ
」（ego

sum
qui

sum

）
（
９
）

で
あ
っ
た
。
中
世
の
神
学
者
と
哲

学
者
は
こ
の
神
名
に
、
神
に
お
け
る
存
在
と
本
質
の
同
一
性
を

読
み
取
っ
た
。
し
か
し
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
は
そ
の
同
一
性
を
承
認

し
な
が
ら
も
、
こ
の
神
名
に
お
け
る
「（
私
は
）
あ
る
」（sum

）

が
二
回
言
わ
れ
て
い
る
反
復
に
注
目
し
て
い
る
。
エ
ッ
ク
ハ
ル

ト
に
よ
れ
ば
、
こ
の
反
復
は
「
あ
る
種
の
沸
騰
な
い
し
は
自
己

自
身
を
生
み
出
す
こ
と
」（quaedam

bullitio
sive

parturitio
sui

）

（
10
）

を
表
示
し
て
い
る
。
こ
の
沸
騰
と
は
、
自
己
自
身
の
う
ち
に
お

い
て
沸
騰
す
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
は
自
己
自
身
へ
と
沸
き
立

つ
こ
と
で
あ
る
（
11
）
。
こ
う
し
た
沸
騰
が
神
の
生
命
で
あ
る
と
エ
ッ

ク
ハ
ル
ト
は
理
解
す
る
（
12
）
。

ト
マ
ス
・
ア
ク
ィ
ナ
ス
（T

hom
as

de
A

quino,
ca.1225 -74

）
の

テ
ー
ゼ
「
神
は
存
在
そ
れ
自
体
で
あ
る
」（D

eus
est

E
sse

Ipsum

）

（
13
）

を
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
は
承
認
し
た
だ
け
で
は
な
か
っ
た
。
彼
は
、

神
の
存
在
を
湧
出
し
、
流
れ
出
る
生
命
と
把
握
す
る
こ
と
で
、

神
の
存
在
の
意
味
を
よ
り
深
く
理
解
す
る
こ
と
に
成
功
し
た
の

で
あ
る
。

す
べ
て
の
事
物
の
第
一
原
因（causa

prim
a

）と
し
て
の
神
（
14
）
は
、す

べ
て
の
事
物
の
そ
し
て
す
べ
て
の
事
物
に
と
っ
て
「
何
故
」
で

あ
る
が
ゆ
え
に
、
神
自
身
は
い
か
な
る
「
何
故
」
を
も
た
な
い
（
15
）
。

エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
は
、
こ
う
し
た
神
的
存
在
の
内
部
構
造
を
力
動

す
る
生
命
そ
れ
自
体
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
で
、
生
が
本
来
に

お
い
て
「
何
故
な
し
」
で
あ
る
こ
と
の
根
拠
を
明
ら
か
に
し
た

の
で
あ
る
。

さ
ら
に
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
は
、
『
二
十
四
人
の
哲
学
者
の
書
』

（L
iber

xxiv
P

hilosophorum

）
か
ら
「
神
と
は
自
ら
の
光
輝
を
自
己

に
還
帰
さ
せ
つ
つ
、
一
性
を
産
む
一
性
で
あ
る
（
16
）
」
と
い
う
一
つ

の
テ
ー
ゼ
を
取
り
出
し
、
そ
れ
を
神
学
的
に
解
釈
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
神
の
根
源
的
な
三
一
構
造
の
も
つ
力
動
性
と
創
造
的

霊
の
も
つ
生
命
力
を
明
る
み
に
出
す
。

す
な
わ
ち
一
性
は
け
っ
し
て
生
ま
れ
る
こ
と
は
な
い
父
性
と

解
さ
れ
、
そ
の
一
性
が
産
む
一
性
と
は
父
が
自
己
自
身
と
し
て

産
ん
だ
子
で
あ
り
、
光
輝
と
は
父
と
子
と
の
愛
の
絆
と
し
て
の

聖
霊
と
解
さ
れ
る
。
神
の
三
一
性
の
光
は
、
被
造
物
の
産
出
の
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原
像
（exem

plar

）
す
な
わ
ち
理
念
と
し
て
、
自
然
的
、
道
徳
的
、

人
工
的
な
働
き
の
す
べ
て
に
輝
い
て
い
る
（
17
）
。
原
像
は
、
神
の
最

内
奥
か
ら
の
発
出
と
し
て
、
父
性
の
心
胸
か
ら
産
ま
れ
出
る

子
・
永
遠
な
る
ロ
ゴ
ス
で
あ
り
、
そ
し
て
原
像
は
、
外
へ
噴
出

（ebullitio

）
す
る
前
に
お
け
る
す
な
わ
ち
被
造
物
が
産
出
さ
れ
る

以
前
に
お
け
る
、
自
己
自
身
に
お
い
て
自
ら
膨
れ
上
が
り
沸
騰

（bullitio

）
す
る
生
命
で
あ
る
。
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
は
、
神
の
啓
示

に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
神
の
存
在
そ
れ
自
体
へ
の
洞
察
を

通
し
て
開
示
さ
れ
る
、
沸
騰
と
噴
出
と
の
緊
張
関
係
の
な
か
か

ら
、
神
性
に
お
け
る
ペ
ル
ソ
ナ
の
発
出
が
創
造
の
根
拠
で
あ
る

と
の
帰
結
を
導
く
（
18
）
。
す
な
わ
ち
神
は
善
で
あ
る
か
ぎ
り
、
噴
出

の
根
源
で
あ
り
、
し
か
し
ペ
ル
ソ
ナ
の
発
出
と
い
う
観
点
か
ら

み
れ
ば
、
神
は
噴
出
の
原
像
・
原
因
と
し
て
関
係
す
る
沸
騰
の

根
拠
な
の
で
あ
る
（
19
）
。

４．
「
恩
寵
の
た
め
の
恩
寵
」
と
し
て
の
受
肉

ペ
ル
ソ
ナ
の
発
出
（processus

）
と
創
造
（creatio

）
に
お
け
る

こ
う
し
た
関
係
性
に
基
づ
い
て
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
は
、
受
肉

（incarnatio

）
を
神
の
ペ
ル
ソ
ナ
の
発
出
と
創
造
の
中
間
的
な
も

の
と
し
て
位
置
づ
け
る
。
つ
ま
り
受
肉
は
両
者
の
本
性
を
帯
び

て
い
る
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
受
肉
そ
の
も
の
は
永
遠

な
る
流
出
（em

natio

）
の
模
像
で
あ
り
、
下
級
な
る
自
然
全
体
の

範
型
で
あ
る
こ
と
が
帰
結
さ
れ
る
（
20
）
。
こ
れ
が
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
に

よ
る
受
肉
の
形
而
上
学
的
解
釈
で
あ
る
。
こ
う
し
た
解
釈
が
、

わ
れ
わ
れ
人
間
の
生
に
と
っ
て
、
い
か
な
る
意
義
が
あ
る
の
か
、

こ
の
問
い
を
以
下
に
お
い
て
考
え
て
み
た
い
。

ま
ず
は
聖
句
「
神
は
、
独
り
子
を
世
に
お
遣
わ
し
に
な
り
ま

し
た
」（
一
ヨ
ハ
ネ
、
四
･
九
）
に
つ
い
て
の
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
の
説

教
か
ら
見
て
み
よ
う
。

「
こ
の
聖
句
を
君
た
ち
は
、
神
の
独
り
子
が
わ
た
し
た
ち
と

い
っ
し
ょ
に
食
べ
た
り
飲
ん
だ
り
す
る
と
い
う
よ
う
に
、

外
的
世
界
の
観
点
か
ら
理
解
し
て
は
な
ら
な
い
。
君
た
ち

は
内
的
世
界
に
関
わ
る
こ
と
と
し
て
理
解
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

（
21
）
」

で
は
、
こ
の
内
的
世
界
と
は
何
か
。
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
は
続
け

て
述
べ
る

―

「
父
が
自
ら
の
単
純
な
る
本
性
に
お
い
て
自
ら
の
子
を
本
性

的
に
生
む
こ
と
が
真
実
で
あ
る
よ
う
に
、
神
は
自
ら
の
子
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を
精
神
の
最
内
奧
に
生
む
こ
と
も
真
実
な
の
で
あ
っ
て
、

こ
れ
が
内
的
世
界
で
あ
る
。

（
22
）
」

し
か
し
さ
ら
に
わ
れ
わ
れ
は
問
い
た
い
、
精
神
の
最
内
奧
と

は
ど
こ
な
の
か
。
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
は
「
根
底
」（grunt

）
と
言
う
。

し
か
し
続
け
て
彼
は
語
る

―

「
こ
こ
で
は
神
の
根
底
は
私
の
根
底
で
あ
り
、
私
の
根
底
は

神
の
根
底
で
あ
る
。

（
23
）
」

こ
の
一
節
は
、
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
が
神
と
人
間
と
の
神
秘
的
一

性
を
語
る
代
表
的
フ
レ
ー
ズ
と
し
て
、
こ
れ
ま
で
頻
繁
に
採
り

上
げ
ら
れ
て
き
た
。
こ
こ
で
言
わ
れ
て
い
る
「
こ
こ
」
と
は
、

こ
れ
ま
で
の
文
脈
か
ら
判
断
し
て
、「
精
神
の
最
内
奧
」
で
あ
り
、

そ
こ
は
「
神
の
根
底
」
で
あ
り
、「
私
の
根
底
」
で
あ
る
と
い
う

ふ
う
に
、
一
応
は
理
解
で
き
る
。
そ
し
て
「
根
底
」
は
神
と
私

と
が
一
で
あ
る
場
を
意
味
す
る
も
の
と
し
て
理
解
で
き
る
。
し

か
し
そ
の
「
根
底
」
が
神
の
も
の
と
私
の
も
の
と
し
て
わ
ざ
わ

ざ
別
々
に
表
示
さ
れ
て
い
る
の
は
ど
う
し
て
で
あ
ろ
う
か
。
し

か
も
初
め
の
文
で
は
「
神
の
根
底
」
が
主
語
と
な
り
、
続
い
て

の
文
で
は
「
私
の
根
底
」
が
主
語
と
な
っ
て
い
る
。
エ
ッ
ク
ハ

ル
ト
は
ど
う
し
て
こ
の
よ
う
に
言
い
換
え
を
行
っ
た
の
だ
ろ
う

か
。「
根
底
」
が
神
と
私
と
の
合
一
す
る
場
と
し
て
考
え
ら
れ
て

い
る
だ
け
で
あ
れ
ば
、
初
め
の
文
す
な
わ
ち
「
神
の
根
底
は
私

の
根
底
」
と
述
べ
る
だ
け
で
十
分
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
要
す

る
に
、
神
と
人
間
と
が
「
根
底
」
に
お
い
て
融
合
す
る
と
い
う

よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
が
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
の
語
る
一
性
で
あ
る
な
ら

ば
、「
根
底
」
を
「
神
の
」
と
「
私
の
」
と
い
う
別
々
の
所
有
格

を
用
い
る
必
要
は
な
い
し
、
主
語
を
言
い
換
え
る
必
要
も
な
か

っ
た
は
ず
で
あ
る
。
つ
ま
り
神
と
人
間
と
の
共
通
の
存
在
基
盤

と
し
て
「
根
底
」
を
捉
え
、
そ
こ
で
両
者
が
合
一
す
る
イ
メ
ー

ジ
と
し
て
「
一
性
」
と
理
解
す
る
こ
と
は
誤
解
を
招
く
の
で
は

な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
わ
れ
わ
れ
は
改
め
て
問
い
た
い
、

こ
こ
で
語
ら
れ
て
い
る
一
性
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
な
の
か
。

解
決
の
ヒ
ン
ト
は
右
の
一
節
に
続
い
て
述
べ
る
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト

の
言
葉
に
あ
る
。

「
こ
こ
で
は
神
が
自
ら
の
固
有
な
る
も
の
か
ら
生
き
る
よ
う

に
、
私
は
私
の
固
有
な
る
も
の
か
ら
生
き
る
。

（
24
）
」

「
こ
こ
」
す
な
わ
ち
精
神
の
最
内
奧
に
お
い
て
、
私
は
私
の

固
有
な
る
も
の
か
ら
生
き
る
。
そ
れ
は
、
神
が
固
有
な
る
も
の

か
ら
生
き
る
仕
方
と
同
一
で
あ
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
こ
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こ
に
お
い
て
は
、
神
と
私
と
の
区
別
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

そ
れ
で
は
、
神
の
固
有
性
と
は
何
か
。
ド
イ
ツ
語
説
教
第
二
九

に
お
い
て
は
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

「
比
類
な
き
も
の
で
あ
り
、
誰
に
も
等
し
く
は
な
い
こ
と
が

神
の
固
有
性
で
あ
り
、
神
の
本
性
で
あ
る
。

（
25
）
」

神
に
等
し
い
も
の
あ
る
い
は
類
似
し
て
い
る
も
の
は
何
一
つ

な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
た
と
え
ば
二
つ
の
事
物
が
等
し
い
あ
る
い

は
類
似
し
て
い
る
と
言
わ
れ
る
の
は
、
両
者
が
種
あ
る
い
は
類

に
お
い
て
一
致
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
が
、
神
は
類
や
種
を
超

え
て
い
る
か
ら
で
あ
る
（
26
）
。
そ
の
超
越
的
性
格
に
よ
っ
て
、
か
え

っ
て
神
は
存
在
そ
れ
自
体
と
し
て
被
造
物
の
本
質
よ
り
も
内
奧

に
滑
り
込
め
る
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
神
と
被
造
物
の
間
に
は

い
か
な
る
関
係
も
類
似
性
も
見
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
う

だ
と
す
る
と
、
私
が
私
の
固
有
な
る
も
の
か
ら
生
き
る
と
い
う

こ
と
は
、
神
が
比
類
な
き
も
の
と
し
て
生
き
る
よ
う
に
、
私
が

い
か
な
る
他
者
に
も
似
る
こ
と
な
く
生
き
る
と
い
う
こ
と
で
は

な
い
の
か
。
換
言
す
れ
ば
、
い
か
な
る
他
者
に
も
似
て
い
な
い

こ
と
が
、
神
に
似
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
し
た
が
っ
て
、

「
根
底
」
は
神
と
私
と
の
合
一
が
可
能
に
な
る
共
通
の
場
で
は
な

く
、「
私
の
根
底
」
と
は
そ
こ
に
は
た
だ
私
の
み
し
か
い
な
い
根

底
で
あ
り
、「
神
の
根
底
」
と
は
そ
こ
に
は
た
だ
神
の
み
し
か
い

な
い
根
底
と
い
う
意
味
に
な
る
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
私
が
本
来

の
私
と
し
て
生
き
る
こ
と
が
神
と
同
様
の
生
き
方
な
の
で
あ
っ

て
、
そ
の
「
生
き
る
」
の
本
来
の
あ
り
方
に
お
い
て
一
致
す
る

こ
と
、
そ
れ
が
神
と
の
一
性
を
意
味
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
（
27
）
。

で
は
、
そ
の
一
性
に
い
か
に
し
て
至
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
。

た
と
え
ば
事
物
Ａ
事
物
Ｂ
が
類
似
の
関
係
に
あ
る
と
き
、
そ

の
前
提
は
Ａ
と
Ｂ
と
が
区
別
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
さ
ら

に
区
別
さ
れ
る
こ
と
の
前
提
条
件
は
、
Ａ
は
Ａ
で
あ
っ
て
Ｂ
で

は
《
な
い
》
、
Ｂ
は
Ｂ
で
あ
っ
て
Ａ
で
は
《
な
い
》
と
い
う
否

定
性
が
存
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
世
界

に
お
け
る
被
造
的
存
在
者
は
自
己
の
う
ち
に
こ
う
し
た
否
定
性

を
含
ん
で
い
る
。
こ
の
否
定
性
を
有
し
て
い
る
か
ぎ
り
、
そ
れ

は
自
己
と
他
者
を
分
断
す
る
契
機
と
し
て
は
た
ら
き
、
つ
ね
に

他
者
と
何
ら
か
の
関
係
を
も
つ
こ
と
に
な
る
。
そ
う
で
あ
る
か

ぎ
り
、
私
は
私
の
固
有
性
か
ら
生
き
る
と
い
う
、
比
類
な
き
生

き
方
は
不
可
能
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
生
き
方
が
可
能

に
な
る
に
は
、
自
己
の
う
ち
に
あ
る
否
定
性
を
さ
ら
に
否
定
し
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な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
わ
れ
わ
れ
は
《
な
い
》（nihtes

）
か
ら
脱

却
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
28
）
。
わ
れ
わ
れ
は
自
ら
を
殺
し
、

完
全
に
死
に
切
り
、
自
分
自
身
に
お
い
て
無
で
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
（
29
）
。
こ
の
よ
う
に
、
被
造
的
な
《
私
》
を
否
定
し
、
本
来
の

固
有
性
か
ら
生
き
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
死
を
通
し
て
本
来
の
生

を
回
復
す
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
の
が
、
受
肉
の
恩
寵
に
ほ
か

な
ら
な
い
。

本
性
的
に
神
の
子
で
あ
る
言
葉
の
受
肉
の
第
一
の
結
実
は
、

エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
に
よ
れ
ば
、
わ
れ
わ
れ
人
間
が
神
の
養
子
に
な

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
神
の
子
に
な
る
と
い
う
こ
と
に
あ
る
（
30
）
。
わ

れ
わ
れ
が
神
の
子
に
な
る
と
い
う
こ
と
は
、
神
自
身
が
自
ら
の

子
を
わ
れ
わ
れ
の
魂
の
最
内
奧
に
生
む
と
い
う
こ
と
に
ほ
か
な

ら
な
い
。
し
か
し
こ
の
出
産
は
、
た
と
え
ば
一
年
に
一
回
起
こ

る
と
い
う
も
の
で
は
な
く
、
時
間
を
超
え
て
起
こ
る
。
つ
ま
り

は
、
人
間
の
自
然
本
性
を
も
超
越
し
、
人
間
の
思
惟
を
も
超
え

て
い
る
（
31
）
。
す
な
わ
ち
魂
に
お
け
る
神
の
子
の
誕
生
は
永
遠
の
出

来
事
な
の
で
あ
る
。

永
遠
な
る
言
葉
の
受
肉
は
し
か
し
な
が
ら
、
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト

自
身
の
信
仰
と
理
解
に
お
い
て
中
心
と
な
っ
た
救
済
の
神
秘
で

あ
り
、
彼
は
受
肉
を
『
ヨ
ハ
ネ
福
音
書
註
解
』
の
な
か
で
、「
最

高
の
恩
寵
」（sum

m
a

gratia

）、「
恩
寵
の
た
め
の
恩
寵
」（gratia

pro
gratia

）、「
恩
寵
に
ま
さ
る
恩
寵
」（gratia

super
gratia

）

（
32
）

と
最

上
級
で
表
現
し
て
い
る
。
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
は
、
説
教
と
講
解
の

な
か
で
こ
の
救
済
の
神
秘
を
そ
の
超
時
間
的
意
義
に
お
い
て
、

す
な
わ
ち
そ
の
起
源
に
お
い
て
、
そ
の
遂
行
に
お
い
て
、
そ
し

て
そ
の
恩
寵
の
救
済
論
的
成
就
に
お
い
て
考
察
し
て
い
る
。
こ

の
考
察
方
法
が
、
キ
リ
ス
ト
が
人
と
な
っ
た
こ
の
歴
史
性
に
、

ま
た
救
済
史
に
と
っ
て
の
十
字
架
上
の
死
の
意
義
に
疑
問
を
投

げ
か
け
る
こ
と
を
し
な
い
の
は
言
う
ま
で
も
な
い
こ
と
で
あ
る
。

教
父
た
ち
（
と
り
わ
け
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
）
と
同
様
に
エ
ッ
ク

ハ
ル
ト
が
そ
の
解
釈
に
非
常
に
重
き
を
置
い
た
『
ヨ
ハ
ネ
福
音

書
』
の
プ
ロ
ロ
ー
グ
は
、
や
が
て
も
た
ら
さ
れ
る
救
済
に
つ
い

て
啓
示
し
て
い
る
。「
言
は
、
自
分
の
民
の
と
こ
ろ
へ
来
た
が
、

民
は
受
け
入
れ
な
か
っ
た
」（
ヨ
ハ
ネ
、
一
･
一
一
）。
こ
の
聖
句

の
深
い
意
味
を
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
が
さ
ま
ざ
ま
に
吟
味
す
る
こ
と

で
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
は
、
彼
が
神
学
者
で
あ
っ

た
か
ら
こ
そ
で
あ
る
。
こ
の
聖
句
は
、
新
た
に
吟
味
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
次
の
よ
う
に
も
解
釈
す
る
こ
と
が
で
き
る

―
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「
す
べ
て
の
存
在
す
る
も
の
、
す
べ
て
の
一
で
あ
る
も
の
、

す
べ
て
の
真
で
あ
る
も
の
そ
し
て
善
で
あ
る
も
の
は
、
存

在
す
る
こ
と
、
一
で
あ
る
こ
と
、
真
で
あ
り
そ
し
て
善
で

あ
る
こ
と
を
、
そ
れ
自
身
か
ら
有
し
て
い
る
わ
け
で
は
な

く
、

―
す
な
わ
ち
こ
れ
が
「
民
は
受
け
入
れ
な
か
っ
た
」

と
こ
こ
で
言
わ
れ
て
い
る
意
味
で
あ
る
が

―
、
そ
う
で

は
な
く
、
す
べ
て
の
も
の
は
こ
の
こ
と
を
言
葉
そ
れ
自
身

か
ら
、
す
な
わ
ち
神
の
子
か
ら
有
し
て
い
る
。

（
33
）
」

さ
ら
に
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
は
『
集
会
の
書
註
解
』（Serm

ones
et

lectiones
super

E
cclesiastici

c.24 ,23 -31

）
に
お
い
て
次
の
よ
う
に

述
べ
て
い
る

―

「
す
べ
て
の
被
造
的
存
在
者
は
、
神
と
の
ア
ナ
ロ
ギ
ア
的
関

係
に
お
い
て
存
在
、
真
性
、
善
性
へ
と
向
け
ら
れ
て
い
る
。

し
た
が
っ
て
、
す
べ
て
の
被
造
的
存
在
者
は
存
在
、
生
そ

し
て
思
惟
を
、
神
か
ら
か
つ
神
の
う
ち
に
お
い
て
存
在
的

に
か
つ
根
源
的
に
有
す
る
の
で
あ
り
、
被
造
的
存
在
者
と

し
て
の
自
己
に
お
い
て
で
は
な
い
。

（
34
）
」

人
間
は
、
被
造
的
存
在
者
で
あ
る
か
ぎ
り
、
自
己
の
内
に
生

の
始
原
を
有
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
人
間

が
こ
の
世
界
に
お
い
て
生
き
る
と
い
う
こ
と
自
体
は
、
自
己
の

外
か
ら
す
な
わ
ち
「
神
か
ら
」
つ
ね
に
与
え
ら
れ
て
い
る
こ
と

を
意
味
す
る
。
し
か
し
人
間
は
、
潜
勢
的
存
在
と
し
て
は
「
神

の
う
ち
に
お
い
て
」
生
の
始
原
を
有
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
が

神
と
の
一
性
を
思
考
し
う
る
根
拠
に
な
る
わ
け
で
あ
る
が
、
し

か
し
そ
う
は
言
っ
て
も
、
被
造
的
存
在
者
と
神
と
の
間
に
は
、

被
造
的
存
在
者
に
は
超
え
る
こ
と
の
で
き
な
い
虚
無
が
横
た
わ

っ
て
い
る
こ
と
は
け
っ
し
て
無
視
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
。
す
な

わ
ち
神
は
、
被
造
的
存
在
者
に
と
っ
て
、
《
最
も
外
に
》
存
在

し
て
い
る
。

し
か
し
、
生
の
始
原
が
神
か
ら
与
え
ら
れ
て
い
る
か
ぎ
り
に

お
い
て
、
神
は
被
造
的
存
在
者
に
と
っ
て
、
《
最
内
奧
に
》
存

在
し
て
い
る
。
《
最
内
奧
に
し
て
最
も
外
に
あ
る
》
と
い
う
緊

張
に
お
い
て
は
、
神
は
こ
の
世
の
存
在
者
に
は
予
測
も
で
き
な

い
、
自
由
に
も
な
ら
な
い
深
淵
な
の
で
あ
る
。
し
か
し
す
で
に

述
べ
た
よ
う
に
、
人
間
の
歴
史
が
救
済
史
と
捉
え
ら
れ
る
こ
と

は
、
恩
寵
が
時
間
的
世
界
に
お
い
て
は
た
ら
い
て
い
る
こ
と
を

意
味
し
て
い
る
。
こ
の
意
味
に
お
い
て
、
恩
寵
は
深
淵
か
ら
の

人
間
へ
の
は
た
ら
き
か
け
と
し
て
理
解
で
き
る
。
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そ
の
は
た
ら
き
は
人
間
に
対
す
る
神
の
自
己
犠
牲
的
な
愛
の

証
明
で
も
あ
る
。
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
受
肉
は
神
の
愛
の
顕

在
で
あ
り
、
そ
し
て
そ
の
愛
は
十
字
架
上
の
苦
と
死
と
い
う
歴

史
的
出
来
事
と
し
て
結
実
す
る
。
だ
か
ら
、
こ
の
世
界
に
示
さ

れ
た
神
の
生
と
死
は
、
神
の
愛
と
い
う
観
点
な
し
に
理
解
す
る

こ
と
は
許
さ
れ
な
い
。
さ
ら
に
は
、
わ
れ
わ
れ
人
間
の
生
と
死

に
関
す
る
経
験
的
知
を
基
準
に
し
て
神
の
生
と
死
を
理
解
す
る

こ
と
は
許
さ
れ
な
い
。
キ
リ
ス
ト
の
受
肉
と
十
字
架
に
示
さ
れ

た
神
の
恩
寵
の
秘
密
が
明
か
さ
れ
た
と
き
、
生
と
死
の
神
秘
は

は
じ
め
て
わ
れ
わ
れ
人
間
に
解
き
明
か
さ
れ
る
。
そ
れ
で
は
恩

寵
の
秘
密
を
解
く
鍵
は
何
か
。
強
き
信
仰
心
、
こ
れ
で
あ
る
。

エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
は
語
る
。
す
な
わ
ち
生
と
は
神
の
子
と
し
て
生

ま
れ
生
き
る
こ
と
、
死
は
こ
の
世
界
に
死
に
、
被
造
物
に
対
し

て
死
ぬ
こ
と
で
あ
る
（
35
）
、
と
。
こ
こ
に
生
と
死
の
真
の
意
味
が
明

ら
か
に
さ
れ
る
。

さ
て
受
肉
そ
れ
自
体
が
、
わ
れ
わ
れ
人
間
が
神
の
子
に
な
る

た
め
の
恩
寵
で
あ
る
こ
と
は
、
す
で
に
述
べ
た
。
そ
の
根
拠
は
、

恩
寵
が
わ
れ
わ
れ
人
間
の
現
存
在
を
そ
の
根
底
か
ら
貫
く
神
の

存
在
に
由
来
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
（
36
）
。
受
肉
の
恩
寵
は
、
わ
れ

わ
れ
人
間
に
神
が
自
ら
の
存
在
そ
れ
自
体
を
与
え
る
と
い
う
恩

寵
を
受
け
取
る
場
と
し
て
人
間
本
性
（natura

hum
ana

）
を
新
た

な
地
平
の
も
と
に
開
示
す
る
（
37
）
。
と
い
う
の
も
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
は
、

神
の
言
葉
が
受
け
取
っ
た
の
は
人
間
の
本
性
で
あ
る
こ
と
を
承

認
し
、
そ
の
人
間
本
性
を
次
の
よ
う
に
解
し
て
い
る
か
ら
で
あ

る

―①

人
間
と
し
て
の
本
性
は
、
わ
れ
わ
れ
す
べ
て
に
と
っ
て
、

キ
リ
ス
ト
と
同
名
同
義
的
に
等
し
く
、
共
通
な
も
の
で
あ

る
（
38
）
。

②

人
間
本
性
は
す
べ
て
の
人
に
と
っ
て
、
そ
の
人
自
身
よ
り

も
、
よ
り
い
っ
そ
う
内
的
な
も
の
で
あ
る
（
39
）
。

第
一
の
テ
ー
ゼ
は
、
人
間
本
性
が
非
被
造
的
で
あ
る
こ
と
を

意
味
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
神
学
に
お
い
て

は
、
人
間
本
性
は
被
造
的
な
存
在
と
し
て
の
人
間
に
お
け
る
固

有
性
を
表
示
す
る
肉
に
対
し
て
超
越
的
関
係
に
あ
る
と
理
解
さ

れ
る
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
超
越
性
が
、
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
が
《
魂

に
お
け
る
神
の
子
の
誕
生
》
を
語
る
こ
と
が
で
き
る
根
拠
に
ほ

か
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
人
間
本
性
は
、
神
が
自
ら
の
独
り
子

を
遣
わ
し
、
そ
こ
で
自
己
自
身
を
生
む
純
粋
な
る
魂
と
し
て
把
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握
さ
れ
る
。

人
間
本
性
に
お
け
る
こ
の
純
粋
性
は
、
神
の
子
を
受
容
す
る

能
力
の
本
質
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
人
間
本
性
は
、
創
造
が

現
実
化
す
る
以
前
か
ら
創
造
さ
れ
る
べ
き
も
の
に
帰
属
し
て
い

る
恩
寵
を
享
受
す
る
本
性
な
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
人
間
本
性
が
、
そ
の
人
自
身
よ
り
も
い
っ
そ
う
内

的
で
あ
る
と
言
わ
れ
る
の
は
、
《
最
内
奧
に
し
て
最
も
外
に
あ

る
》
と
い
う
、
被
造
的
存
在
者
に
対
す
る
神
の
存
在
の
仕
方
に

相
応
し
て
い
る
。
と
い
う
の
は
、
神
が
す
べ
て
の
事
物
に
存
在

を
授
与
す
る
場
が
人
間
本
性
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
人
間

本
性
は
、
人
間
の
本
質
よ
り
も
さ
ら
に
内
奧
の
も
の
で
あ
る
（
40
）
。

と
い
う
の
は
、
前
述
し
た
よ
う
に
類
と
種
と
い
う
存
在
規
定
は

神
に
は
適
用
さ
れ
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
創
造
的
能
動
者
と
し

て
の
神
は
、
人
間
の
本
質
を
規
定
す
る
類
と
種
、
質
料
と
形
相

と
い
っ
た
因
果
関
係
や
関
係
構
造
の
う
ち
で
は
た
ら
く
の
で
は

な
く
、
自
由
な
も
の
と
し
て
定
め
ら
れ
創
造
さ
れ
た
も
の
が
、

根
源
的
に
し
て
創
造
的
な
能
動
者
の
影
響
範
囲
に
の
み
存
立
で

き
る
よ
う
に
、
現
存
在
の
内
部
へ
と
自
由
に
分
け
入
り
、
そ
こ

で
は
た
ら
く
か
ら
で
あ
る
。

す
べ
て
の
事
物
に
存
在
を
授
与
す
る
と
い
う
神
の
は
た
ら
き

が
恩
寵
で
あ
る
以
上
、
そ
の
超
自
然
的
性
格
の
ゆ
え
に
、
被
造

的
存
在
者
は
恩
寵
の
神
秘
を
理
解
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ

う
し
た
恩
寵
の
理
解
不
可
能
性
は
、
被
造
的
存
在
者
が
自
ら
の

存
在
の
真
の
意
味
と
そ
れ
の
由
来
す
る
始
原
が
理
解
で
き
な
い

こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。

こ
こ
か
ら
明
ら
か
に
な
る
こ
と
は
、
こ
の
世
の
存
在
者
は
本

来
の
自
己
自
身
を
見
失
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
ふ
だ
ん
自
己

自
身
と
思
わ
れ
て
い
る
《
私
》
は
、
被
造
的
存
在
者
が
措
定
し

た
主
体
で
あ
る
か
ぎ
り
、
否
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
エ

ッ
ク
ハ
ル
ト
に
よ
れ
ば
、
純
粋
な
実
体
を
表
示
す
る
《
私
》
を

有
し
て
い
る
の
は
、「
私
は
あ
る
」
を
固
有
名
と
す
る
神
の
み
で

あ
っ
て
（
41
）
、
こ
の
世
界
に
お
い
て
人
間
は
純
粋
実
体
と
し
て
の

《
私
》
を
有
す
る
資
格
が
な
い
。
し
か
し
人
間
は
《
私
》
を
使

用
す
る
こ
と
な
し
に
生
活
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
昨
日
、

《
彼
》
と
《
彼
女
》
の
結
婚
祝
い
に
つ
い
て
《
あ
な
た
》
と
相

談
し
た
の
は
《
私
》
で
あ
る
し
、
い
ま
深
煎
り
の
珈
琲
を
飲
み

な
が
ら
、
バ
ッ
ハ
の
カ
ン
タ
ー
タ
に
浸
る
と
い
う
、
こ
の
世
界

に
お
い
て
唯
一
と
思
え
る
至
福
を
味
わ
っ
て
い
る
の
は
、《
彼
》
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で
も
《
あ
な
た
》
で
も
な
く
、
ま
さ
に
こ
の
《
私
》
で
あ
る
。

わ
れ
わ
れ
は
こ
の
世
界
に
《
私
》
を
も
つ
こ
と
に
よ
っ
て
、
は

じ
め
て
他
者
と
向
き
合
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
よ
う
に
、
い

わ
ば
虚
仮
な
る
《
私
》
を
措
定
せ
ざ
る
を
え
な
い
あ
り
方
が
、

こ
の
世
界
で
の
人
間
の
あ
り
方
な
の
で
あ
る
（
42
）
。

こ
の
世
界
で
の
《
私
》
に
束
縛
さ
れ
《
私
》
が
欲
す
る
も
の

に
執
着
す
る
こ
と
か
ら
解
放
さ
れ
る
た
め
に
は
、
わ
れ
わ
れ
は

こ
の
世
界
に
対
し
て
死
ん
で
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し

こ
の
死
は
人
間
自
身
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。

換
言
す
れ
ば
、
《
私
》
は
《
私
》
自
身
を
殺
す
こ
と
は
な
い
し
、

殺
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、《
私
》
は
自
己
の
外
に
あ

る
も
の
を
つ
ね
に
求
め
て
い
る
被
造
的
存
在
者
と
し
て
措
定
さ

れ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
つ
ま
り
自
己
の
外
に
自
己
の
存
在
根
拠

を
求
め
続
け
る
こ
と
が
自
ら
の
存
在
理
由
な
の
で
あ
る
か
ら
、

自
己
自
身
の
消
去
は
そ
の
存
在
原
理
か
ら
し
て
不
可
能
な
こ
と

な
の
で
あ
る
（
43
）
。
し
た
が
っ
て
、《
私
》
の
消
去
が
可
能
で
あ
る
な

ら
ば
、
そ
れ
は
超
越
的
次
元
か
ら
の
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。そ

し
て
こ
の
死
を
人
間
に
も
た
ら
す
の
が
恩
寵
に
ほ
か
な
ら

な
い
。
す
な
わ
ち
恩
寵
は
人
間
に
《
私
》
を
否
定
さ
せ
、
自
ら

の
十
字
架
を
負
わ
せ
る
こ
と
で
、《
私
》
に
で
は
な
く
神
に
従
っ

て
生
き
る
こ
と
を
可
能
に
さ
せ
る
（
44
）
。
こ
の
世
界
に
お
い
て
人
間

が
被
造
物
と
し
て
存
在
し
て
い
る
か
ぎ
り
、
人
間
は
つ
ね
に
無

に
差
し
向
け
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
被
造
物
の
本
性
が
ま
さ
に
恩

寵
を
神
か
ら
無
償
で
（gratis

）
受
け
入
れ
る
根
拠
な
の
で
あ
る
（
45
）
。

し
た
が
っ
て
、
被
造
物
に
お
い
て
は
た
ら
く
神
の
す
べ
て
の
行

為
は
恩
寵
で
あ
る
（
46
）
。
そ
し
て
恩
寵
は
「
永
遠
の
生
命
」
と
し
て
（
47
）

神
の
存
在
自
体
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
神
の
《
私
》
が

表
示
す
る
純
粋
な
る
実
体
は
人
間
の
《
私
》
を
否
定
さ
せ
、
本

来
あ
る
と
こ
ろ
の
も
の
（id

quod
sum

）
を
譲
与
す
る
。
人
間
に

本
来
あ
る
と
こ
ろ
の
も
の
を
与
え
る
こ
と
は
、
無
か
ら
存
在
を

与
え
る
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
創
造
は
神
の
恩
寵
と
し
て
示

さ
れ
る
。
恩
寵
と
し
て
の
受
肉
が
も
た
ら
す
救
済
と
は
し
た
が

っ
て
、
被
造
的
存
在
者
と
し
て
の
人
間
を
本
来
の
自
己
に
還
帰

さ
せ
る
こ
と
に
あ
る
。
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説
教
と
講
解
』）、In

Ioh.:

E
xpositio

sanctievangeliisecundum
Iohannem

（『
ヨ
ハ
ネ
福

音
書
註
解
』）、S

erm
.:

Serm
ones

（『
ラ
テ
ン
語
説
教
』）、P

r.:

P
redigt

（『
ド
イ
ツ
語
説
教
』）。

（
１
）P

r.
26;

D
W

II,
27,
9-10:

“w
ar

um
be

lebest
dû?”-“triuw

en,

ich
enw

eiz!
ich

lebe
gerne”.

（
２
）Pr.

5b;
D

W
I,
92,
1-3:

D
az

ist
dâ

von,
w

an
leben

lebt
user

sînem
eigenen

grunde
und

quillet
user

sînem
eigen;

dar

um
be

lebetez
âne

w
arum

be
in

dem
,daz

ez
sich

selber
lebet.

（
３
）P

r.
5a;

D
W

I,
80,
19:

w
az

ist
m

in
leben?

daz
von

innen

bew
egtw

irtvon
im

selber.

（
４
）In

Ioh.
n.
585;

L
W

III,
512,

8:
actus

interior
non

cadit
sub

tem
pore,sem

per
nascitur,non

intercipitur.

（
５
）In
Ioh.n.62;L

W
III,51,9-11:E

x
quo

patetqod
proprie

non

vivit
om

ne,
quod

habet
efficiens

ante
se

et
supra

se,
sive

finem
extra

se
velaliud

s
se.

（
６
）In

Ioh.n.62;L
W

III,51,11:T
ale

estautem
om

ne
creatum

.

（
７
）In

Sap.
n.
24;

L
W

II,
344,

10-345,
1:

ipsum
factum

a
deo,

quod
est

quidem
in

se
ipso,

in
deo

vita
erat

et
ut

vita

increabile,sicutdeus
ipse

increabilis.

（
８
）In

G
en.

I
n.
77;

L
W

I,
238,

1-6:
N

ota
quod

om
nis

creatura

duplex
habet

esse.
U

num
in

causis
suis

originalibus,
saltem

in
verbo

dei;
et

hoc
est

esse
firm

um
et

stabile.
Propter

quod

scientia
corruptibilium

est
incorruptibilis,

firm
a

et
stabilis;

scitur
enim

res
in

suis
causis.

A
liud

est
esse

rerum
extra

in

rerum
natura,

quod
habent

res
in

form
a

propria.
Prim

um
est

esse
virtuale,

secundum
est

esse
form

ale,
quod

plerum
que

infirm
um

etvariabile.

（
９
）『
出
エ
ジ
プ
ト
記
』
第
３
章
14
節
。

（
10
）In

E
xod.n.16;L

W
II,21,10-11.

（
11
）In

E
xod.n.16;

L
W

II,21,11-12:
in

se
fervens

et
in

se
ipso

etin
se

ipsum
liquescens

etbulliens.

（
12
）Serm

.
X

L
IX

,
3

n.
511,

2-4:
vita

quaedam
,

ac
si

im
agineris

rem
ex

se
ipsa

et
in

se
ipsa

intum
escere

et
bullire

in
se

ipsa

necdum
cointellecta

ebullitione.

（
13
）T

hom
as

de
A

quino,Sum
m

a
theologiae

I,qu.3
art.4.

（
14
）
第
一
原
因
と
し
て
の
神
に
関
し
て
は
以
下
の
拙
論
を
参
照
さ
れ

た
い
。
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山
崎
達
也
、「
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
に
お
け
る
創
造
論
―
存
在
は
ど
こ

ま
で
リ
ア
ル
に
語
れ
る
か
―
」（
渡
邊
二
郎
監
修
、
哲
学
史
研

究
会
編
『
西
洋
哲
学
史
再
構
築
試
論
』、
昭
和
堂
、
２
０
０
７

年
、
所
収
）。

（
15
）In

Ioh.n.50;L
W

III,41,11-12:N
on

habetquare,sed
ipsum

estquare
om

nium
etom

nibus.

（
16
）L

iber
xxiv

P
hilosophorum

.
prop.

1
ed.

B
aum

ker,
C

l.,

B
G

P
hM

A
X

X
V
1/2;

208,
1:

deus
est

m
onas,

m
onadem

gigens,in
se

suum
reflexitardorem

.

（
17
）In

G
en.

II,
n.
3;

L
W

I,
454,

1-4:
et

abinde
exem

plata
et

derivata
creaturarum

productio,
et

quom
odo

in
om

ni
opere

naturaem
m

oris
et

artis
elucet

pater
ingenitus,

filius
a

patre

so
lo

g
en

itu
s,

am
o

r
essen

tialis
co

n
co

m
itan

s
et

am
o

r

notionalis,
spiritus

sanctus
a

patre
et

filio
uno

principio

spirantus
seu

procedens.

（
18
）In

E
xod.

n.
16;

L
W

II,
22,
7-8:

em
anatio

personarum
in

divinis
ratio

estpraevia
creationis.

（
19
）S

erm
.

X
X

V
,
1,

n.
258;

L
W

IV
,
236,

4-7:
R

ursus
deus

sub

ratione
boni

est
principium

ebullitionis
ad

extra,
sub

ratione

vero
notionis

est
principium

bullitionis
in

se
ipso,

quae

causaliter
etexem

plariter
ad

ebullitione.

（
20
）In

Ioh.n.185;L
W

III,154,11-14:deisapientia
sic

caro
fieri

dignata
est,

ut
ipsa

incarnatio
quasi

m
edia

inter
divinarum

personarum
processionem

et
creaturarum

productionem

u
triu

sq
u

e
n

atu
ram

sap
iat,

ita
u

t
in

caru
n

atio
ip

sa
sit

exem
plata

quidem
ab

aeterna
em

anatione
et

exem
plar

totius

naturae
inferioris.

（
21
）Pr.
5b;

D
W

I,
90,
3-5:

‘got
hân

gesant
sînen

einbornen
sun

in
die

w
erlt’

;
daz

sult
ir

niht
verstân

vür
die

ûzw
endige

w
erlt,

al
ser

m
it

uns
az

und
trank:

ir
sult

ez
verstân

vür
die

inner
w

erlt.

（
22
）P

r.
5b;

D
W

I,
90,
6-8:

A
ls

w
aerlîche

der
vater

in
siner

ein
v

altig
en

n
atu

re
g

eb
irt

sin
en

su
n

n
atiu

rlich
e,

als

gew
aerliche

gebirt
er

in
in

des
geites

innigestez,
und

diz
ist

diu
inner

w
erlt.

（
23
）Pr.

5b;
D

W
I,
90,
8:

H
ie

ist
gotes

grunt
m

în
grunt

und
m

în

gruntgotes
grunt.

（
24
）Pr.5b;D

W
I,90,8-9:H

ie
lebe

ich
user

m
înem

eigen,als
got

lebetuser
sinem

eigen.

（
25
）P

r.
29;

D
W

II,
89,
6-7:

daz
ist

gotes
eigenschaft

und
sîn

natûre,daz
er

unglîch
sîund

niem
anne

glîch
sî.

（
26
）In

E
xod.

n.
39;

L
W

II,
44,
17-45,

1:
com

paratio
om

nis

sim
ilitude

est
eorum

quae
convenient

in
specie

vel
saltem

in

genere.D
eus

autem
,utpote

extra
genus,cum

nullo
convenit

nec
specie

nec
genere.

（
27
）
し
か
し
こ
の
「
一
性
」
を
語
る
に
は
こ
れ
ま
で
の
考
察
で
は
ま

だ
不
十
分
で
あ
る
。
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
は
こ
の
一
性
に
関
し
て
さ

ま
ざ
ま
な
側
面
か
ら
ア
プ
ロ
ー
チ
を
試
み
て
い
る
。
こ
の
小
論

に
お
い
て
は
、
後
述
す
る
よ
う
に
、「
私
の
根
底
」
と
い
う
概

念
の
も
と
に
考
察
を
続
け
る
こ
と
に
な
る
が
、
し
か
し
そ
れ
で

104



も
満
足
で
き
る
も
の
で
は
な
い
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
を
述
べ
る

の
は
、
読
者
諸
兄
に
対
し
て
ま
こ
と
に
恐
縮
の
か
ぎ
り
で
あ
る

が
、
筆
者
の
今
後
の
研
究
成
果
を
期
待
し
て
い
た
だ
く
と
い
う

か
た
ち
で
、
ご
容
赦
を
請
う
次
第
で
あ
る
。

（
28
）P

r.
5b;

D
W

I,
88,
7-8:

Z
e

dem
dritten

m
âle

solt
dû

nihtes

blôz
stân.

エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
は
引
き
つ
づ
き
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。

「『
地
獄
で
燃
え
て
い
る
も
の
は
何
か
』
と
い
う
問
い
が
よ
く
提

出
さ
れ
る
。
師
た
ち
は
よ
く
我
意
が
燃
え
て
い
る
と
答
え
て
い

る
。
し
か
し
私
は
真
理
に
し
た
が
っ
て
地
獄
で
燃
え
て
い
る
の

は
《
な
い
》
で
あ
る
と
言
う
。
さ
て
こ
こ
で
一
つ
の
比
喩
を
用

い
る
こ
と
に
し
よ
う
。
燃
え
て
い
る
炭
が
私
の
手
の
上
に
置
か

れ
た
と
し
よ
う
。
こ
の
と
き
、
炭
が
私
の
手
を
焼
い
て
い
る
と

言
う
な
ら
ば
、
私
は
炭
に
対
し
て
不
適
切
な
こ
と
を
言
っ
た
こ

と
に
な
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
適
切
に
言
う
な
ら
ば
、
私
を
焼
く

も
の
、
そ
れ
は
《
な
い
》
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
私
の
手
が

持
っ
て
い
な
い
も
の
を
炭
は
そ
れ
自
身
の
う
ち
に
持
っ
て
い
る

か
ら
で
あ
る
。
見
よ
、
ま
さ
に
こ
の
《
な
い
》
が
私
を
焼
く
の

で
あ
る
。
し
か
し
私
の
手
が
炭
で
あ
る
も
の
お
よ
び
炭
が
成
し

遂
げ
ら
れ
る
も
の
を
す
べ
て
自
分
自
身
の
う
ち
に
持
っ
て
い
る

の
で
あ
れ
ば
、
私
の
手
は
火
の
本
性
を
完
全
に
持
っ
て
い
る
こ

と
に
な
る
だ
ろ
う
。
次
い
で
あ
る
人
が
か
つ
て
燃
え
て
い
た
す

べ
て
の
火
を
と
り
、
私
の
手
の
上
に
注
ぎ
入
れ
た
と
し
て
も
、

そ
れ
は
私
を
痛
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
。
同
様
に
私
は

言
う
、
神
と
見
神
の
な
か
に
い
る
人
々
は
自
分
自
身
の
う
ち
に
、

神
か
ら
離
れ
た
人
々
が
持
っ
て
い
な
い
も
の
を
持
っ
て
い
る
の

で
あ
る
か
ら
、
地
獄
に
い
る
魂
た
ち
を
苦
し
め
て
い
る
の
は
、

我
意
や
何
ら
か
の
火
と
い
う
よ
り
も
こ
の
《
な
い
》
な
の
で
あ

る
、
と
。
私
は
ま
こ
と
に
言
う
、
こ
の
《
な
い
》
が
君
に
付
着

し
て
い
る
か
ぎ
り
、
君
は
不
完
全
で
あ
る
、
と
。
こ
の
ゆ
え
に
、

完
全
で
あ
り
た
い
の
で
あ
れ
ば
、
君
た
ち
は
《
な
い
》
か
ら
脱

却
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。」

（
29
）P

r.
29;

D
W

II,
89,
4-5:

D
ar

um
be

m
ouz

der
m

ensche

getoetetsîn
und

gar
tôtsîn

und
im

selben
nihtsîn.

（
30
）In

Io
h

.
n

.
117

;
L

W
III,
101

,
12

-14
:

p
rim

u
s

fru
ctu

s

incarnationis
verbi,

quod
est

filius
dei

naturaliter,
est

ut
nos

sim
us

filiideiper
adoptionem

.

（
31
）Pr.37;

D
W

II,219,4-6:
D

iu
geburt

engegescihet
niht

eines

in
dem

jâre
noch

eines
in

dem
m

ânôte
noch

eines
in

dem

tage,
m

êr:
alle

zît,
daz

ist
obe

zît
in

der
w

îte,
dâ

noch
nû

enist,noch
nature

noch
gedanke.

（
32
）In

Ioh.n.121;L
W

III,106,2.

（
33
）In

Ioh.n.99;
L

W
III,85,2-5:

nec
entia

nec
quae

unum
sunt

aut
vera

et
bona,

non
habent

ex
se

nec
quod

sunt
nec

quod

unum
sunt

nec
quod

vera
et

bona
-

et
hoc

est
quod

hic

dicitur:
sui

eum
non

receperunt
-

,
sed

habent
hoc

ab
ipso

verbo,deifilio.

（
34
）In

E
ccli.

n.
53;

L
W

II,
282,

2-5:
S

ed
om

ne
ens

creatum

analogatur
deo

in
esse,

veritate
et

bonitate.
Igitur

om
ne

ens

creatum
habet

a
deo

et
in

deo,
non

in
se

ipso
ente

creato,
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esse,vivere,sapere
positive

etradicaliter.

（
35
）Pr.29;

D
W

II,84,1-3:
W

ar
um

be
ist

got
m

ensche
w

orden?

D
ar

um
be,daz

ich
gotgeborn

w
ürde

der
selbe.D

ar
um

be
ist

got
gestorben,

daz
ich

sterbe
aller

der
w

erlt
und

allen

geschaffenen
dingen.

（
36
）Serm

.
X

X
V

,
2

n.
264;

L
W

IV
,
240,

7:
gratia

est
a

solo
deo

pariratione
sicutetipsum

esse.

（
37
）
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
に
お
け
る
受
肉
論
を
理
解
す
る
う
え
で
彼
の
人

間
本
性
論
を
無
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
に

お
け
る
人
間
本
性
論
の
特
徴
が
見
ら
れ
る
資
料
の
一
つ
と
し

て
、
ド
イ
ツ
語
説
教
第
24
か
ら
次
の
文
を
引
用
す
る
。

「
師
た
ち
は
、
人
間
本
性
は
時
間
と
は
関
わ
り
が
な
く
、
ま

っ
た
く
触
れ
る
こ
と
が
で
き
ず
、
人
間
が
自
己
自
身
で
あ
る
よ

り
も
い
っ
そ
う
内
的
で
あ
り
、
い
っ
そ
う
自
己
自
身
に
近
い
、

と
言
っ
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
神
は
人
間
本
性
を
受
け
入
れ
た
の

で
あ
り
、
神
の
ペ
ル
ソ
ナ
と
一
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
で

人
間
本
性
は
神
と
な
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
、
神
が
受
け
入
れ
た
の

は
人
間
本
性
で
あ
っ
て
、
人
間
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ

ゆ
え
、
君
が
同
じ
キ
リ
ス
ト
に
、
神
に
な
り
た
い
の
で
あ
れ
ば
、

永
遠
な
る
言
葉
が
受
け
入
れ
な
か
っ
た
す
べ
て
の
も
の
を
放
棄

し
な
さ
い
。
永
遠
な
る
言
葉
は
人
間
を
受
け
入
れ
な
か
っ
た
。

そ
れ
ゆ
え
、
人
間
か
ら
君
に
付
着
し
て
い
る
も
の
、
君
で
あ
る

も
の
を
放
棄
し
、
人
間
本
性
に
従
っ
て
純
粋
に
自
己
を
受
け
入

れ
な
さ
い
。
そ
う
す
れ
ば
、
君
は
永
遠
な
る
言
葉
の
う
ち
に
あ

る
人
間
本
性
で
あ
る
も
の
と
同
じ
も
の
な
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な

ら
、
君
の
人
間
本
性
と
永
遠
な
る
言
葉
の
人
間
本
性
に
は
、
な

ん
ら
差
異
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
は
同
一
で
あ
る
。
な
ぜ

な
ら
、
キ
リ
ス
ト
の
う
ち
に
あ
る
人
間
本
性
で
あ
る
も
の
、
そ

れ
は
君
の
う
ち
に
あ
る
人
間
本
性
だ
か
ら
で
あ
る
。」（D

W
I,

420 ,1 -11

）

な
お
、
こ
の
引
用
文
の
冒
頭
に
あ
る
「
師
た
ち
」
の
一
人
と

し
て
、
ド
イ
ツ
語
著
作
の
校
訂
・
編
集
者
ク
ィ
ヴ
ィ
ン
ト

（Josef
Q

uint,1898 -1976

）
は
ト
マ
ス
・
ア
ク
ィ
ナ
ス
を
あ
げ
、

『
存
在
者
と
本
質
』（D

e
ente

et
essentia

）
第
二
章
か
ら
次
の

文
を
引
用
し
て
い
る
。

「
し
た
が
っ
て
明
ら
か
な
こ
と
は
、名
称
《
人
間
》（hom

o

）
と

名
称
《
人
間
性
》（hum

anitas

）
が
人
間
の
本
質
（essentia

）
を

意
味
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、

異
な
っ
た
仕
方
に
お
い
て
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
名
称
《
人

間
》
は
質
料
（m

ateria

）
の
表
示
を
除
外
せ
ず
、
類
（genus

）

が
種
差
（differentia

）
を
含
ん
で
い
る
と
す
で
に
述
べ
た
よ
う

に
、
質
料
の
表
示
を
暗
黙
の
う
ち
に
不
明
瞭
な
仕
方
で
含
ん
で

い
る
か
ぎ
り
、
名
称
《
人
間
》
は
全
体
と
し
て
の
人
間
の
本
質

を
意
味
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
名
称
《
人

間
》
は
個
々
の
人
間
に
述
語
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
一
方
、
名
称

《
人
間
性
》
は
部
分
と
し
て
の
人
間
の
本
質
を
意
味
し
て
い

る
。
と
い
う
の
は
、《
人
間
性
》
は
そ
の
意
味
に
お
い
て
は
、
人

間
で
あ
る
か
ぎ
り
の
人
間
に
属
す
る
も
の
し
か
含
ん
で
お
ら

ず
、
す
な
わ
ち
あ
ら
ゆ
る
表
示
を
除
外
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、《
人
間
性
》
は
人
間
の
個
々
に
つ
い
て
は
述
語
さ
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れ
な
い
。」（T

hom
as

de
A

quino,D
e

ente
etessentia,cap.2

）

ト
マ
ス
の
こ
の
引
用
文
か
ら
判
断
す
る
と
、《
人
間
性
》
と
い

う
名
称
に
は
質
料
の
表
示
が
含
ま
れ
て
い
な
い
点
に
エ
ッ
ク
ハ

ル
ト
は
注
目
し
、《
人
間
性
》
が
時
間
的
限
定
を
超
越
し
て
い
る

と
い
う
理
解
に
基
づ
い
て
、
人
間
本
性
論
を
展
開
し
て
い
る
。

（
38
）In

Ioh.n.289;
L

W
III,241,7-8:

Prim
o

quidem
quod

natura

est
n

o
b

is
o

m
n

ib
u

s
aeq

u
aliter

co
m

m
u

n
is

cu
m

C
h

risto

univoce.

（
39
）In

Ioh.n.289;
L

W
III,241,14-15:

Secundo
notandum

quod

natura
hum

ana
esr

cuilibethom
iniintim

ior
qua

m
ille

sibi.

（
40
）Serm

.
X

X
IX

,
n.
296;

L
W

IV
,
264,

1-3:
D

eus
solus

illabitur

om
nibus

entibus,
ipsorum

essentiis.
N

ihil
autem

aliorum

illabitur
alteri.

D
eus

est
in

intim
is

cuiuslibet
et

solum
in

intim
is,etipse

solus
unus

est.

（
41
）In

E
xod.n.14;

L
W

II,20,3-7:
L

i
ego

pronom
en

est
prim

ae

p
erso

n
ae.

D
iscretiv

u
m

p
ro

n
o

m
en

m
eram

su
b

stan
tiam

significat;
m

eram
,

inquam
,

sine
om

ni
accidente,

sine
om

ni

alieno,
substantiam

sine
qualitate,

sine
form

a
hoc

aut
illa,

sine
hoc

aut
illo.

H
aec

autem
deo

et
ipsi

soli
congruent,

qui

estsuper
accidens,super

speciem
,super

genus.Ipsi,inquam
,

soli.

（
42
）S

erm
.

X
X

II
n

.
213

;
L

W
IV

,
199

,
2

:
li

eg
o

m
eram

substantiam
significant,

et
nihilom

inus
ipsum

oportet

abnegare.

（
43
）
《
私
》
に
関
す
る
こ
の
よ
う
な
解
釈
は
、
斎
藤
慶
典
氏
の
論
文

「
愛
の
不
可
能
性
、
あ
る
い
は
倫
理
」（『
思
想
』
９
８
９
号
、

岩
波
書
店
、
２
０
０
６
年
９
月
、
26-

40
頁
）
で
指
摘
さ
れ
て
い

る
享
受
と
自
己
の
関
係
か
ら
ヒ
ン
ト
を
受
け
て
い
る
。
す
な
わ

ち
、
こ
の
世
界
に
お
い
て
自
己
（
私
）
を
成
立
さ
せ
る
画
期
的

な
出
来
事
が
享
受
で
あ
り
、
そ
れ
は
現
象
す
る
世
界
を
統
べ
る

根
本
原
理
で
あ
る
。
そ
し
て
エ
ゴ
イ
ズ
ム
が
主
体
と
し
て
の
自

己
の
構
成
原
理
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
自
己
保
存
が
す
べ
て
に

優
先
す
る
絶
対
的
命
令
（
定
言
命
法
）
で
あ
る
。
自
己
は
「
存

在
」
の
「
過
剰
」
と
し
て
こ
の
世
界
に
現
象
す
る
「
何
か
」
で

あ
る
が
、
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
の
場
合
、《
私
》
は
存
在
そ
れ
自
体
と

し
て
の
神
か
ら
「
噴
出
」
し
た
被
造
物
と
し
て
の
「
こ
れ
こ
れ

の
存
在
者
」（ens

hoc
et

hoc

）
と
し
て
規
定
さ
れ
る
。
《
私
》

の
こ
の
よ
う
な
出
自
か
ら
し
て
、《
私
》
は
自
己
の
外
に
あ
る

や
は
り
被
造
物
と
し
て
の
「
何
か
」
を
求
め
る
主
体
と
し
て
考

え
ら
れ
る
。
し
か
し
斎
藤
氏
に
よ
る
見
解
が
そ
の
ま
ま
エ
ッ
ク

ハ
ル
ト
解
釈
に
適
用
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト

は
、
神
学
者
的
観
点
か
ら
、
神
の
恩
寵
に
よ
る
《
私
》
の
消
去

を
念
頭
に
お
い
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

（
44
）S

erm
.

II,
2

n.
16

;
L

W
IV

,
17,
11-12

:
D

at
enim

gratia

hom
ini

abnegare
se

ipsum
et

tollere
crucem

suam
et

sequi

deum
,vivire

deo,non
sibi.

な
お
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
に
よ
れ
ば
、「
生
き
て
い
る
人
た
ち
が
、

も
は
や
自
分
自
身
の
た
め
に
生
き
て
い
る
の
で
は
な
い
」（
二

コ
リ
、
５
･
15
）「
生
き
て
い
る
の
は
、
も
は
や
わ
た
し
で
は

あ
り
ま
せ
ん
」（
ガ
ラ
、
２
･
２
０
）
と
い
う
パ
ウ
ロ
の
言
葉
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は
恩
寵
に
よ
る
死
を
言
い
表
し
て
い
る
。

（
45
）Serm

.X
X

V
,1

n.259
;L

W
IV

,237,8-9
:Prim

um
autem

est

ex
nihilo,

et
ante

ipsum
est

nihil,
et

sic
sine

m
erito,

sine

m
edio,sine

dispositione,etper
consequens

gratis.

（
46
）Serm

.X
X

V
,1

n.257
;

L
W

IV
,235,2-3

:
O

m
ne

opus
dei

in

creatura
estgratia,etsolius

deiactus
sive

donum
estgratia.

（
47
）S

erm
.

II,
2

n.
16;

L
W

IV
,
17,
6:

T
ertio

anim
am

vere
et

perfecte
vivificant,cum

（gratia

）sitvita
etvita

aeterna.

Serm
.X

V
II,6

n.179;L
W

IV
,167,10-168,4:Ioh.10:‘ego

veni,
ut

vitam
habeant’.

N
ota:

grati
est

vita
form

aliter.
Q

uid

enim
tam

form
ale

quam
vita?

“V
ivere

viventibus
est

esse”.

N
ihil

est
ipso

esse
form

alius.
H

inc
est

quod
vita

（dicitur

）

respicere
essentiam

,id
quod

est,non
potentiam

anim
ae,non

opus
extra,

sed
nec

intra.
In

cuius
figura

Iohannes,
‘gratia’,

id
quod

est,
‘signum

nullum
fecit’,

Ioh.10.
E

t
hoc

est
quod

dicitur
C

or.
15:

‘gratia
dei

sum
id

quod
sum

’
-

gratia
enim

esse
respicit

-
divinum

,
deiform

e.
unde

gratia
subiectum

habetipsam
substantiam

anim
ae

secundum
doctores.

（
や
ま
ざ
き
　
た
つ
や
／
東
洋
哲
学
研
究
所
研
究
員
）
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