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擬
デ
ィ
オ
ニ
ュ
シ
オ
ス
と
パ
ラ
マ
ス
に
お
け
る
神
学
的
主
題
の

図
像
学
的
解
釈
と
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
に
よ
る
そ
の
主
題
の
受
容

エ
ミ
ー
ル
・
イ
ワ
ノ
フ

山
崎
達
也　

訳

１　
「
デ
ィ
オ
ニ
ュ
シ
オ
ス
文
書
」
に
つ
い
て

　

デ
ィ
オ
ニ
ュ
シ
オ
ス
・
ア
レ
オ
パ
ギ
テ
ー
ス
︵
あ
る
い
は
擬
デ
ィ

オ
ニ
ュ
シ
オ
ス
：Pseudo-D

ionysios A
reopagites

）あ

 
が
４
８
２
年
か

ら
５
３
２
⁄
３
年
に
か
け
て
書
い
た
さ
ま
ざ
ま
表
題
を
も
つ
文

書
︵C

orpus D
ionysiacum

）
が
あ
る
。
そ
の
文
書
と
は
す
な
わ
ち

15
章
か
ら
な
る
﹃
天
上
位
階
論
﹄︵D

e coelesti hierarchia

）い、
７

章
か
ら
な
る
﹃
教
会
位
階
論
﹄︵D

e ecclesiastica hierarchia

）う、
13

章
か
ら
な
る
﹃
神
名
論
﹄︵D

e divinis nom
inibus

）え、
５
章
か
ら
な

る
﹃
神
秘
神
学
﹄︵D

e m
ystica theologia

）お、
そ
し
て
さ
ま
ざ
ま
な

人
々
に
送
っ
た
教
義
に
関
す
る
問
題
に
つ
い
て
の
﹃
書
簡
集
﹄

︵Epistulae

）かに
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
。

　

デ
ィ
オ
ニ
ュ
シ
オ
ス
の
著
作
は
穏
健
な
単
性
論
者き
た
ち
に
高

く
評
価
さ
れ
て
い
た
の
で
、
５
３
２
年
に
は
す
で
に
エ
フ
ェ
ソ

ス
の
司
教
ヒ
パ
テ
ィ
ウ
ス
︵H

ypatius Ephesus, 537

︲552

の
間
に

逝
去
）くに
よ
っ
て
そ
の
正
統
性
は
疑
わ
れ
て
い
た
が
、
し
か
し

ロ
ー
マ
帝
国
の
西
方
領
域
に
お
い
て
は
、
彼
の
作
品
は
教
皇
グ

レ
ゴ
リ
ウ
ス
１
世
︵G

regorius, 540

︲604

）
に
よ
っ
て
受
け
入
れ

ら
れ
、
承
認
さ
れ
て
い
た
。

　

そ
の
後
、
い
ま
ま
で
の
と
こ
ろ
最
初
に
し
て
も
っ
と
も
早
い

段
階
で
知
ら
れ
て
い
る
デ
ィ
オ
ニ
ュ
シ
オ
ス
の
著
作
に
関
す
る
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註
解
が
東
方
に
お
い
て
公
刊
さ
れ
た
が
、
そ
の
註
解
と
は
ス
キ

ュ
ト
ポ
リ
ス
の
ヨ
ハ
ネ
︵John of Scytopolis, 540

頃
逝
去
）
と
証

聖
者
マ
ク
シ
モ
ス
︵M

axim
us C

onfessor, 580

︲662

）
に
よ
る
も

の
で
あ
るけ
。
こ
れ
よ
り
以
前
、
こ
れ
ら
の
註
解
か
ら
取
ら
れ
た

引
用
が
単
性
論
者
で
５
１
２
年
か
ら
５
１
８
年
に
か
け
て
ア
ン

テ
ィ
オ
キ
ア
の
主
教
で
あ
っ
た
セ
ヴ
ェ
ロ
ス
の
著
作
の
な
か
に

偶
然
見
つ
か
っ
た
が
、
し
か
し
そ
れ
は
６
世
紀
初
頭
よ
り
以
前

の
も
の
で
は
な
い
。
デ
ィ
オ
ニ
ュ
シ
オ
ス
文
書
が
教
会
に
よ
っ

て
正
統
な
文
献
と
し
て
認
め
ら
れ
て
以
来
、
東
方

と
西
方
と
の
両
方
に
お
い
て
中
世
を
通
じ
て
翻
訳

さ
れ
て
き
た
と
い
う
事
実
は
、
こ
れ
ら
の
文
書
に

対
す
る
途
切
れ
る
こ
と
の
な
い
関
心
が
あ
っ
た
こ

と
を
示
し
て
い
る
。

２　
『
神
秘
神
学
』
の
主
題
と

そ
の
図
像
学
的
展
開

　

デ
ィ
オ
ニ
ュ
シ
オ
ス
の
神
秘
神
学
の
主
要
点
の

一
つ
は
、
神
的
に
啓
示
さ
れ
た
真
実
を
秘
儀
的
な

関
心
を
も
っ
て
求
め
よ
う
と
す
る
人
々
を
感
化
し

て
き
た
こ
と
に
あ
る
：

﹁
存
在
を
超
え
、
神
を
超
え
、
善
を
超
え
て
い
る
、
三
一
な

る
も
の
よ
。
神
と
し
て
の
知
に
よ
っ
て
キ
リ
ス
ト
教
徒
を

指
揮
す
る
も
の
よ
。
神
秘
な
る
言
葉
の
、
不
可
知
を
も
超

え
、
光
を
も
超
え
た
、
こ
の
う
え
な
い
最
高
の
頂
へ
わ
れ

ら
を
導
き
た
ま
え
。
そ
こ
で
は
純
一
な
る
、
絶
対
的
な
る
、

不
変
な
る
、
神
学
の
神
秘
が
隠
れ
た
神
秘
な
る
沈
黙
の
、

神の知恵、リラ修道院のフレリョ塔（ブルガリ
ア・ソフィア）にある壁画、1335年から36年
にかけて製作
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神の知恵、ヨアンネス・プロドロミオス教会（ロシア・ヤロスラフスキー）におけるフ
レスコ画、1694年から95年にかけて製作

グラチャニッツァ修道院（セルビア）、14世紀の製作



228

光
を
も
超
え
た
闇
に
隠
れ
て
い
て
、
こ
の
う
え
な
い
暗
闇

で
こ
の
う
え
な
く
光
を
超
え
て
い
る
も
の
を
輝
く
こ
と
を

超
え
て
輝
か
せ
、
触
れ
る
こ
と
も
、
見
る
こ
と
も
、
ま
っ

た
く
で
き
な
い
と
こ
ろ
で
、
目
の
見
え
な
く
な
っ
た
知
性

を
美
し
さ
を
超
え
て
い
る
美
し
さ
で
充
た
す
こ
と
を
超
え

て
充
た
す
﹂こ

　

こ
れ
は
非
被
造
的
な
知
の
輝
き
に
捧
げ
ら
れ
た
独
特
の
頌
歌

で
あ
る
。
擬
デ
ィ
オ
ニ
ュ
シ
オ
ス
は
プ
ラ
ト
ニ
ズ
ム
を
理
解
し
、

そ
れ
を
キ
リ
ス
ト
教
の
術
語
を
用
い
て
表
現
す
る
。
す
な
わ
ち

彼
の
作
品
は
肯
定
的
・
否
定
的
と
い
う
二
つ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
に

基
づ
い
て
い
る
。
つ
ま
り
神
は
人
間
の
あ
い
だ
に
、た
と
え
ば
美
、

愛
、
寛
大
さ
、
善
等
と
し
て
知
ら
れ
る
多
く
の
名
に
よ
っ
て
自

己
自
身
を
顕
現
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
と
同

時
に
、
神
は
絶
対
的
に
不
可
視
に
し
て
不
可
知
で
あ
り
、
神
に

つ
い
て
の
知
を
獲
得
す
る
こ
と
は
人
間
に
は
不
可
能
な
の
で
あ

る
か
ら
、
超
自
然
的
な
実
在
が
存
在
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、

そ
れ
は
人
間
の
言
語
と
概
念
シ
ス
テ
ム
で
は
把
握
で
き
な
い
し
、

感
知
で
き
る
も
の
で
は
な
い
：

﹁
と
い
う
の
も
、
そ
の
善
な
る
原
因
は
超
存
在
的
に
万
物
を

超
越
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
浄
と
不
浄
す
べ
て
を
乗
り

越
え
た
人
々
に
の
み
、
あ
ら
ゆ
る
聖
な
る
頂
を
登
り
越
え

た
人
々
に
の
み
、
あ
ら
ゆ
る
神
か
ら
の
光
と
天
上
の
音
と

言
葉
を
も
凌
駕
し
た
人
々
に
の
み
、
聖
書
に
述
べ
ら
れ
て

い
る
よ
う
に
、
万
物
の
彼
方
に
あ
る
方
が
真
に
存
在
し
て

い
る
と
こ
ろ
の
﹁
闇
の
中
︹
密
雲
︺
に
﹂︹
出
20
：
21
︺
入

っ
て
い
っ
た
人
々
に
の
み
、
曇
り
な
く
明
ら
か
に
真
に
開

示
さ
れ
る
の
で
あ
る
﹂さ

　

デ
ィ
オ
ニ
ュ
シ
オ
ス
は
さ
ら
に
、
ま
さ
に
モ
ー
セ
を
考
慮
し

な
が
ら
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
：

﹁
と
い
う
の
は
、
聖
な
る
モ
ー
セ
も
単
に
初
め
に
自
分
自
身

を
浄
化
す
る
よ
う
命
じ
ら
れ
る
だ
け
で
な
く
、
次
に
は
浄

化
さ
れ
て
い
な
い
人
々
か
ら
遠
ざ
か
る
よ
う
に
も
命
じ
ら

れ
る
の
で
あ
り
、
す
べ
て
の
浄
化
を
終
え
た
後
で
さ
ま
ざ

ま
な
音
色
の
喇
叭
の
音
を
聞
き
、
清
ら
か
に
閃
く
さ
ま
ざ
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ま
な
光
と
さ
ま
ざ
ま
に
発
散
さ
れ
る
光
線
を
見
る
の
で
あ

る
。
そ
れ
か
ら
彼
は
群
衆
か
ら
遠
ざ
か
り
、
選
ば
れ
た
祭

司
た
ち
と
い
っ
し
ょ
に
聖
な
る
登
攀
の
頂
点
に
達
す
る
。

彼
は
か
れ
ら
の
面
前
で
神
自
身
に
会
う
の
で
は
な
い
し
、

彼
が
見
る
の
は
、
神
自
身
で
は
な
く
︵
神
は
見
る
こ
と
が
で

き
な
い
の
だ
か
ら
）、
神
の
い
た
場
所
な
の
で
あ
る
﹂し

　

こ
の
論
述
に
お
け
る
主
要
点
は
後
に
図
像
学
の
レ
ベ
ル
に
お

い
て
も
解
釈
さ
れ
、
す
ば
ら
し
い
成
果
を
収
め
て
い
る
。
こ
の

こ
と
は
﹃
神
秘
神
学
﹄
第
５
章
に
お
い
て
デ
ィ
オ
ニ
ュ
シ
オ
ス

が
理
解
す
る
意
味
で
の
︽
そ
れ
︾
に
匹
敵
し
て
い
る
こ
と
が
認

め
ら
れ
る
。

　

つ
ま
り
、﹁
す
べ
て
の
も
の
の
本
来
に
お
い
て
原
初
的
な
原
因
﹂

が
よ
り
多
く
の
言
葉
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
る
こ
と
、
し
か
し
言

葉
に
よ
っ
て
は
表
現
さ
れ
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
い
こ
と
、
さ

ら
に
は
ま
っ
た
く
言
葉
に
よ
っ
て
は
表
現
さ
れ
え
な
い
と
い
う

こ
と
で
あ
り
、
す
な
わ
ち
像
、
線
画
や
絵
画
に
よ
っ
て
も
表
現

さ
れ
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
わ
け
で
あ
る
。

　
﹁
存
在
を
超
え
、
神
を
超
え
、
善
を
超
え
て
い
る
、
三
一
な
る

も
の
よ
。
神
と
し
て
の
知
に
よ
っ
て
キ
リ
ス
ト
教
徒
を
指
揮
す

る
も
の
よ
﹂
と
い
う
本
書
の
冒
頭
に
お
け
る
感
嘆
、
そ
し
て
ソ

フ
ィ
ア
す
な
わ
ち
神
の
知
恵
を
示
し
て
い
る
構
図
は
、︽
そ
れ
︾

の
一
例
な
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
構
図
が
と
く
に
14
世
紀
に
流

布
し
た
こ
と
は
し
た
が
っ
て
、
神
の
神
秘
主
義
的
探
究
と
ヘ
シ

ュ
カ
ス
ム
︵ἡσυχάσμος : hesychasm

）すの
思
想
と
連
結
し
て
い
る

こ
と
を
示
し
て
い
る
。

　

こ
う
し
た
表
現
は
ビ
ザ
ン
テ
ィ
ン
や
中
世
ブ
ル
ガ
リ
ア
の
建

造
物
の
な
か
に
見
ら
れ
る
。
そ
こ
に
は
聖
書
か
ら
の
聖
句
も
見

ら
れ
る
が
、
た
だ
そ
れ
は
デ
ィ
オ
ニ
ュ
シ
オ
ス
の
思
想
を
図
像

学
の
な
か
に
取
り
入
れ
る
た
め
に
付
け
加
え
ら
れ
た
も
の
に
す

ぎ
な
いせ
。
最
高
の
知
恵
は
多
く
の
場
合
、
擬
人
化
さ
れ
る
こ
と

に
よ
っ
て
描
か
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
料
理
を
あ
わ
て
て
運

ん
で
く
る
召
使
の
い
る
祝
祭
の
テ
ー
ブ
ル
に
座
っ
て
い
る
女
性

あ
る
い
は
天
使
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
オ
フ
リ
ド
に
あ
る
聖

ソ
フ
ィ
ア
教
会
︵
１
２
３
５
年
）、
グ
ラ
チ
ャ
ニ
ツ
ァ
に
あ
る
修
道

院
教
会
︵
１
３
２
１
年
）、
デ
チ
ャ
ニ
に
あ
る
修
道
院
教
会
︵
14
世

紀
中
ご
ろ
）
に
見
ら
れ
る
シ
ー
ン
は
、︽Ὀ

 Ὢ
Ν

︾
す
な
わ
ち
﹁
わ

た
し
は
在
る
と
こ
ろ
の
者
で
あ
る
﹂︵
出
エ
ジ
プ
ト
記
第
３
章
14
節
）
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の
文
字
で
知
恵
を
覆
う
光
を
描
く
に
こ
と
に
よ
っ
て
正
教
会
の

教
義
で
あ
る
キ
リ
ス
ト
論
的
観
点
か
ら
正
確
に
解
釈
さ
れ
て

い
る
。

　

聖
句
の
主
題
に
よ
っ
て
見
る
者
は
神
の
母
の
図
像
す
な
わ
ち

彼
女
の
横
で
天
の
力
に
よ
っ
て
燃
え
て
い
る
柴
へ
と
向
け
ら
れ

る
が
、
こ
れ
に
は
デ
ィ
オ
ニ
ュ
シ
オ
ス
の
天
上
位
階
と
の
関
係

が
あ
る
。
知
恵
を
表
示
し
て
い
る
壁
画
の
構
図
に
は
、
キ
リ
ス

ト
が
最
高
の
知
恵
と
し
て
見
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
あ
る
︿
オ
フ

リ
ド
に
あ
る
聖
ソ
フ
ィ
ア
の
聖
堂
︵
１
２
３
５
）
や
聖
ク
レ
メ
ン
ト
の

聖
堂
︵
１
２
９
４
／
９
５
）、
グ
ラ
チ
ャ
ニ
ツ
ァ
修
道
院
︵
１
３
２
１
）、

別
の
ケ
ー
ス
と
し
て
は
リ
ラ
修
道
院
の
フ
レ
リ
ョ
の
塔
︵
１
３
３
６
）﹀。

こ
の
場
合
、
知
恵
は
よ
く
見
ら
れ
る
古
代
の
詩
神
と
し
て
描
か

れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
人
間
に
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
神
の

創
造
の
全
領
域
す
な
わ
ち
天
上
の
力
、
預
言
者
、
福
音
伝
道
者
、

使
徒
、
古
代
の
哲
学
者
や
音
楽
家
、
擬
人
化
さ
れ
た
四
季
を
示

し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
も
の
は
す
べ
て
、
キ
リ
ス
ト
を
意
味
す

る
︽
春
︾
で
あ
る
聖
体
を
拝
領
す
る
た
め
に
最
高
の
知
恵
の
テ
ー

ブ
ル
に
向
か
っ
て
行
進
し
て
い
く
。

３　

天
上
位
階
の
コ
ス
モ
ロ
ジ
ー
的
構
造

　

デ
ィ
オ
ニ
ュ
シ
オ
ス
に
よ
れ
ば
、
存
在
し
て
い
る
す
べ
て
の

も
の
は
、
神
に
よ
っ
て
厳
密
に
秩
序
づ
け
ら
れ
た
体
系
と
調
和

の
な
か
に
配
置
さ
れ
て
い
て
、
つ
ま
り
す
べ
て
の
も
の
の
本
性

は
世
界
の
天
上
の
位
階
構
造
の
な
か
で
明
ら
か
に
な
る
。
一
つ

一
つ
の
創
造
物
は
神
的
な
秩
序
の
な
か
に
厳
密
に
固
定
さ
れ
た

位
置
を
占
め
て
い
て
、
低
い
位
置
に
あ
る
被
造
物
は
低
い
段
階

か
ら
よ
り
大
き
な
段
階
へ
と
上
昇
す
る
た
め
に
よ
り
高
い
位
置

に
あ
る
被
造
物
か
ら
引
き
寄
せ
ら
れ
て
い
る
。

　

同
じ
原
理
を
基
礎
と
し
て
、
よ
り
若
い
世
代
は
よ
り
古
い
世

代
の
意
識
と
経
験
か
ら
引
き
寄
せ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
も

の
は
知
の
限
界
に
向
か
っ
て
突
進
す
る
。
つ
ま
り
、
こ
れ
ら
の

も
の
は
知
ら
れ
な
い
も
の
、
無
知
を
知
ろ
う
と
す
る
途
上
に
あ

る
。
こ
の
意
味
に
お
い
て
、
デ
ィ
オ
ニ
ュ
シ
オ
ス
・
ア
レ
オ
パ

ギ
テ
ー
ス
の
著
作
に
お
け
る
︽
無
知
︾
は
、
内
容
を
伴
い
し
か

も
意
味
の
最
高
段
階
へ
と
達
し
て
い
る
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
こ

に
お
い
て
肯
定
的
論
証
が
可
能
に
な
ら
な
い
種
類
の
も
の
で
あ

る
。
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﹃
天
上
位
階
論
﹄
と
﹃
教
会
位
階
論
﹄
と
い
う
作
品
に
は
存
在

論
的
体
系
が
見
ら
れ
、
そ
れ
は
す
な
わ
ち
位
階
的
構
造
を
な
し

て
お
り
、
頂
点
か
ら
底
辺
に
い
た
る
ま
で
段
階
的
に
秩
序
づ
け

ら
れ
た
存
在
論
で
あ
る
。﹃
天
上
位
階
論
﹄
に
は
３
つ
の
ト
リ
ア

ス
︵
３
つ
組
）
と
し
て
９
つ
の
階
級
が
描
か
れ
て
い
る
。
そ
れ
ぞ

れ
の
ト
リ
ア
ス
は
非
物
体
の
天
使
の
合
唱
隊
︵
軍
勢
）
に
よ
っ
て

構
成
さ
れ
、
そ
れ
ら
の
合
唱
隊
も
位
階
的
に
配
列
さ
れ
て
い
る
。

上
位
の
ト
リ
ア
ス
に
は
熾
天
使
、
智
天
使
、
座
天
使
が
存
在
し
、

中
位
の
ト
リ
ア
ス
に
は
主
天
使
、
力
天
使
、
能
天
使
が
存
在
し
、

下
位
の
ト
リ
ア
ス
に
は
権
天
使
、
大
天
使
、
天
使
が
存
在
し
て

い
る
。
こ
れ
ら
の
９
つ
の
階
級
は
頂
点
か
ら
底
辺
、
す
な
わ
ち

神
と
人
間
の
間
を
つ
な
ぐ
１
本
の
下
降
線
の
な
か
に
介
在
し
て

い
る
。

　

５
世
紀
と
６
世
紀
の
初
期
キ
リ
ス
ト
教
美
術
に
は
す
で
に
、

わ
ず
か
で
は
あ
る
が
天
使
を
描
い
た
も
の
が
見
ら
れ
る
。
ラ
ヴ

ェ
ン
ナ
の
ガ
ッ
ラ
・
プ
ラ
キ
デ
ィ
ア
霊
廟
に
あ
る
モ
ザ
イ
ク
装

飾
︵
４
３
０
︲
４
５
０
）
の
４
体
の
天
啓
的
被
造
物
の
ま
わ
り
に

星
が
散
り
ば
め
ら
れ
た
背
景
が
付
け
加
え
ら
れ
た
。
ラ
ヴ
ェ
ン

ナ
に
あ
る
大
主
教
の
礼
拝
堂
の
ド
ー
ム
︵
５
０
０
）
に
は
、
こ
の

構
図
で
中
央
に
位
置
す
る
キ
リ
ス
ト
の
モ
ノ
グ
ラ
ムそ
に
向
か
っ

て
行
く
４
体
の
天
使
が
付
け
加
え
ら
れ
て
い
る
。
同
様
の
も
の

が
、
ラ
ヴ
ェ
ン
ナ
の
別
の
建
造
物
で
あ
る
聖
ヴ
ィ
タ
リ
ウ
ス
教

会
︵
５
４
８
）
の
構
図
も
見
ら
れ
る
。
そ
こ
で
は
、
天
使
の
像
の

ま
わ
り
の
空
間
は
、
星
空
の
代
わ
り
に
、
多
く
の
花
の
装
飾
と

さ
ま
ざ
ま
な
鳥
に
よ
っ
て
充
た
さ
れ
、
中
央
に
神
の
子
羊
を
見

る
こ
と
が
で
き
る
。

　

ク
ラ
ッ
セ
に
あ
る
サ
ン
タ
ポ
リ
ナ
ー
レ
聖
堂
の
ア
プ
シ
スた
の

モ
ザ
イ
ク
は
、
天
上
位
階
と
神
の
威
厳
を
表
現
し
た
象
徴
化
の

一
つ
の
頂
点
に
位
置
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
メ
ダ
リ

オ
ン
︵
円
形
状
の
浮
彫
）
の
中
央
に
キ
リ
ス
ト
の
十
字
架
が
描
か

れ
、
そ
の
ま
わ
り
は
青
色
を
背
景
と
し
て
99
の
星
で
充
た
さ
れ

て
い
る
。
こ
れ
は
天
上
の
階
級
お
よ
び
そ
の
天
使
の
数
、
す
な

わ
ち
人
間
の
眼
が
も
つ
能
力
を
は
る
か
に
超
え
た
数
を
表
示
し

て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
るち
。

４　

天
上
位
階
の
図
像
学
的
展
開

　

天
上
位
階
を
描
い
て
い
る
も
っ
と
も
古
い
と
思
わ
れ
る
イ
コ

ン
の
サ
ン
プ
ル
は
、
リ
ン
ブ
ル
ク
に
あ
る
金
箔
で
塗
ら
れ
た
背
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景
に
絶
妙
に
エ
ナ
メ
ル
で
作
ら
れ
た
十
字
架
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン

︵
９
６
３
年
か
ら
９
６
８
年
に
か
け
て
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ノ
ー
プ
ル
の
工

場
で
作
ら
れ
た
作
品
）
と
12
世
紀
後
半
に
製
作
さ
れ
た
ウ
ィ
ー
ン

の
写
本
︵codex Suppl. gr. 52 , fol. 1 v

）
に
見
ら
れ
る
小
さ
な
装
飾

で
あ
る
。
第
一
の
サ
ン
プ
ル
の
場
合
、
個
々
の
天
使
の
グ
ル
ー

プ
は
２
通
り
の
方
法
で
表
現
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
擬
人
的

像
と
象
徴
的
像
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
て
い
て
、
中
央
の
十
字
架

に
つ
け
ら
れ
た
キ
リ
ス
ト
像
の
ま
わ
り
に
集
め
ら
れ
て
い
る
。

　

２
番
目
の
サ
ン
プ
ル
の
場
合
に
は
、
天
上
位
階
は
新
約
聖
書

の
三
位
一
体
像
の
ま
わ
り
を
囲
ん
で
い
る
。
そ
の
像
は
擬
人
法

に
よ
っ
て
描
か
れ
て
お
り
、
少
し
ほ
っ
そ
り
と
し
た
イ
エ
ス
・

キ
リ
ス
ト
が
父
の
膝
に
抱
か
れ
て
い
る
。
12
世
紀
も
天
使
像
の

断
片
を
提
供
す
る
が
、
そ
の
な
か
に
は
ソ
フ
ィ
ア
︵
ブ
ル
ガ
リ
ア
）

と
マ
ケ
ド
ニ
ア
の
ク
ル
ビ
ノ
ヴ
ォ
に
あ
る
聖
ゲ
オ
ル
ギ
聖
堂
の

壁
画
、
キ
エ
フ
の
聖
ソ
フ
ィ
ア
聖
堂
の
壁
画
の
構
図
等
が
あ
る
。

13
・
14
世
紀
に
な
る
と
、
天
上
位
階
の
光
景
は
中
心
の
ド
ー
ム

︵
１
１
４
３
年
に
建
て
ら
れ
た
パ
レ
ル
モ
に
あ
る
マ
ル
ト
ラ
ー
ナ
教
会
や

13
世
紀
に
建
て
ら
れ
た
ヴ
ェ
ニ
ス
の
サ
ン
・
マ
ル
コ
聖
堂
の
洗
礼
堂
に

見
ら
れ
る
モ
ザ
イ
ク
画
）
や
ア
プ
シ
ス
︿
マ
ケ
ド
ニ
ア
の
教
会
︵
１
３

１
６
︲
１
３
１
８
）﹀
に
描
か
れ
る
﹁
天
上
儀
式
﹂
と
呼
ば
れ
る
構

図
を
構
成
す
る
不
変
的
な
要
素
と
な
っ
た
。

　

15
世
紀
を
す
ぎ
る
と
、
天
上
位
階
の
テ
ー
マ
と
密
接
に
結
び

付
い
た
象
徴
主
義
が
、
礼
拝
の
時
に
用
い
ら
れ
る
織
物
や
教
会

の
献
呈
皿
の
装
飾
︵
15
世
紀
に
建
て
ら
れ
た
モ
ス
ク
ワ
の
生
し
よ
う

神し
ん

女じ
ょ

大

聖
堂
に
あ
る
墓
碑
銘
）
に
さ
ら
に
多
く
目
立
つ
よ
う
に
な
り
、
ま

た
と
り
わ
け
ロ
シ
ア
に
お
け
る
﹁
生
神
女
、
永
遠
に
燃
え
る
柴
﹂

の
主
題
に
関
す
る
中
世
の
図
像
︵
キ
リ
ル
︲
ベ
ロ
ジ
ョ
ー
ル
ス
キ
ー

修
道
院
に
あ
る
16
世
紀
中
ご
ろ
に
描
か
れ
た
イ
コ
ン
）
や
聖
大
ワ
シ
リ

イ
聖
体
礼
儀
の
と
き
に
用
い
ら
れ
る
犠
牲
︵
十
字
架
に
つ
け
ら
れ

た
キ
リ
ス
ト
）
の
前
で
頭
を
下
げ
て
い
る
教
父
の
イ
コ
ン
に
見
ら

れ
る
。
後
者
は
図
像
と
し
て
は
ま
れ
な
主
題
で
あ
る
が
、
そ
の

数
少
な
い
例
の
一
つ
が
18
世
紀
ロ
シ
ア
の
イ
コ
ン
に
見
ら
れ
る
。

　

そ
の
中
央
の
円
形
装
飾
の
部
分
に
は
祭
服
に
身
を
包
ん
だ
一

人
の
主
教
の
像
が
描
か
れ
て
い
る
。
そ
の
主
教
は
、
犠
牲
の
前

に
置
か
れ
擬
人
法
に
よ
っ
て
装
飾
さ
れ
た
神
の
子
羊
で
あ
る
キ

リ
ス
ト
の
像
で
あ
る
円
盤
を
自
分
の
頭
の
上
に
掲
げ
て
い
る
。

神
の
後
ろ
に
は
天
使
た
ち
が
見
え
る
が
、
そ
の
天
使
た
ち
の
姿

は
祈
り
の
間
は
ず
っ
と
見
え
な
い
。
外
か
ら
２
番
目
の
列
に
は
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智
天
使
に
伴
わ
れ
て
い
る
力
天
使
の
半
身
像
が
刻
ま
れ
て
い
る

８
つ
の
円
形
装
飾
が
あ
る
。
こ
の
場
面
の
外
枠
に
は
新
約
の
三

位
一
体
を
表
示
し
て
い
る
４
つ
の
黙
示
的
な
絵
が
あ
る
が
、
そ

こ
で
は
キ
リ
ス
ト
だ
け
が
擬
人
法
的
に
描
か
れ
て
い
る
。

５　

教
会
位
階
の
構
造
と
そ
の
図
像
学
的
展
開

　

デ
ィ
オ
ニ
ュ
シ
オ
ス
に
よ
れ
ば
、
天
上
位
階
の
影
と
し
て
の

教
会
位
階
も
３
つ
の
ト
リ
ア
ス
に
配
置
さ
れ
た
９
つ
の
階
級
に

よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
。
各
ト
リ
ア
ス
に
は
そ
れ
ぞ
れ
３
つ

の
グ
ル
ー
プ
が
含
ま
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
第
１
の
ト
リ
ア
ス

で
あ
る
機
密
︵
サ
ク
ラ
メ
ン
ト
）
に
は
洗
礼
・
聖
体
・
傅ふ

膏こ
う

、
第

２
の
ト
リ
ア
ス
で
あ
る
神
品
︵
聖
職
者
）
に
は
主
教
・
司
祭
・
輔

祭
、
第
３
の
ト
リ
ア
ス
に
は
修
道
士
・
信
徒
・
回
心
者
が
含
ま

れ
て
い
る
。
厳
密
に
確
定
さ
れ
た
グ
ル
ー
プ
と
階
級
は
最
後
の

審
判
の
絵
に
も
描
か
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
の
絵
画
は
図
像
学

的
に
は
絶
え
間
な
く
充
実
し
た
も
の
と
な
り
、
し
か
も
ア
レ
オ

パ
ギ
テ
ー
ス
の
主
題
の
構
成
か
ら
離
れ
る
こ
と
は
な
い
。

　

そ
れ
ら
の
サ
ン
プ
ル
の
な
か
で
も
っ
と
も
よ
く
知
ら
れ
て
い

る
の
は
パ
リ
国
立
図
書
館
所
蔵
の
ギ
リ
シ
ア
語
写
本
74
の
挿
し

絵
で
あ
る
が
、
そ
の
ほ
か
に
も
ト
ル
チ
ェ
ロ
の
教
会
の
西
壁
の

モ
ザ
イ
ク
︵
11
世
紀
）、
カ
ス
ト
リ
ア
の
パ
ナ
ギ
ア
・
マ
ヴ
リ
オ

テ
ィ
ッ
サ
聖
堂
の
12
世
紀
後
半
に
描
か
れ
た
２
つ
の
シ
ナ
イ
山

の
イ
コ
ン
や
壁
画
、
カ
ッ
パ
ド
キ
ア
に
あ
る
ク
ウ
ァ
ル
ク
・
ク

リ
セ
聖
堂
︵
１
２
１
２
）
の
壁
画
と
１
３
１
５
年
か
ら
１
３
２
０

年
に
か
け
て
建
て
ら
れ
た
コ
ー
ラ
修
道
院
︵
現
カ
ー
リ
エ
・
モ
ス

ク
）
の
南
翼
の
壁
画
が
あ
るつ
。

　

デ
ィ
オ
ニ
ュ
シ
オ
ス
の
記
述
に
基
づ
く
教
会
位
階
を
描
い
て

い
る
グ
ル
ー
プ
は
、
１
３
１
６
年
か
ら
１
３
１
８
年
に
か
け
て

建
て
ら
れ
た
サ
ン
・
ジ
ョ
ル
ジ
ュ
教
会
︵
ス
タ
ロ
・
ナ
ゴ
リ
チ
）

と
１
３
７
５
年
頃
に
建
て
ら
れ
た
マ
ル
コ
修
道
院
に
あ
る
生
神

女
就
寝
祭
を
描
い
て
い
る
構
図
の
上
位
部
分
に
も
付
け
加
え
ら

れ
て
い
る
。
そ
の
ほ
か
に
も
修
道
院
の
フ
レ
リ
ョ
の
塔
に
描
か

れ
て
い
る
天
上
儀
式
︵
１
３
３
５
）
と
﹁
ソ
フ
ィ
ア
・
神
の
知
恵
﹂

︵
14
世
紀
中
葉
）、
ア
ナ
ス
タ
シ
ー
・
イ
ワ
ノ
ヴ
ィ
ッ
チ
に
よ
っ
て

モ
ス
ク
ワ
で
製
作
さ
れ
た
イ
コ
ン
﹁
わ
が
主
の
磔
﹂︵
１
８
０
６
）、

１
５
０
０
年
頃
に
ノ
ヴ
ゴ
ロ
ト
で
製
作
さ
れ
た
多
く
の
イ
コ
ン

か
ら
な
る
イ
コ
ン
で
﹃
黙
示
録
﹄
の
場
面
で
出
て
く
る
﹁
大
天

使
の
集
ま
り
﹂︵Synaxis of the A

rchangels

）
に
も
付
け
加
え
ら
れ
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て
い
るて
。６　

ダ
マ
ス
コ
ス
の
ヨ
ア
ン
ネ
ス
に
お
け
る

デ
ィ
オ
ニ
ュ
シ
オ
ス
思
想
の
受
容

　

デ
ィ
オ
ニ
ュ
シ
オ
ス
と
マ
イ
ス
タ
ー
・
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
と
の

比
較
を
す
る
前
に
、
図
像
学
的
に
類
似
し
た
解
釈
︵decision

）
が

証
聖
者
マ
ク
シ
モ
ス
︵M

axim
us C

onfessor, 580

︲662

）
と
ダ
マ

ス
コ
ス
の
ヨ
ア
ン
ネ
ス
︵Iōannēs  D

am
askos, 650

︲750

頃
）
の
著

作
に
も
な
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
言
及
す
る
こ
と
は
当
然

の
こ
と
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
創
造
者
に
つ
い
て
の
知
識
を
獲

得
す
る
方
法
を
論
証
す
る
さ
い
に
、
マ
ク
シ
モ
ス
は
概
念
︽
ヒ

ュ
ポ
ス
タ
シ
ス
︾︵hypostasis

）
を
具
体
的
に
実
在
す
る
個
体
性

だ
け
で
は
な
く
、
像
と
真
実
に
存
在
し
て
い
る
始
原
と
い
う
具

体
的
な
観
念
に
結
び
つ
け
て
い
る
。

　

こ
の
考
え
か
ら
す
る
と
、
エ
デ
ン
で
最
初
に
造
ら
れ
た
人
間

に
要
求
さ
れ
た
こ
と
は
、
被
造
的
存
在
と
非
被
造
的
存
在
と
を

結
び
つ
け
る
こ
と
、
天
国
と
地
上
に
結
び
つ
け
る
こ
と
、
す
な

わ
ち
地
上
に
降
り
て
天
国
へ
と
入
る
こ
と
で
あ
る
。
た
と
え
ば

﹃
ピ
ュ
ロ
ス
と
の
討
論
﹄︵D

isputatio cum
 Pyrrho

）と、﹃
秘
儀
教
話
﹄

︵M
ystagogia

）な、﹃
さ
ま
ざ
ま
な
困
難
な
状
態
﹄︵D

e variis 

difficilibus locis

）にと
い
っ
た
哲
学
的
・
宗
教
的
考
察
を
通
じ
て
、

彼
は
御
言
葉
の
歴
史
を
創
造
の
立
ち
上
げ
と
そ
の
実
在
の
た
め

の
神
秘
的
基
礎
と
し
て
理
解
し
た
。

　

古
代
ギ
リ
シ
ア
の
教
父
の
最
後
の
代
表
者
で
あ
る
ダ
マ
ス
コ

ス
の
聖
ヨ
ア
ン
ネ
ス
は
東
方
の
教
父
と
は
違
っ
て
プ
ラ
ト
ン
で

は
な
く
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
基
礎
を
お
い
て
作
品
を
著
わ
し
た

が
、
そ
こ
で
注
目
さ
れ
る
こ
と
は
、
神
の
知
と
神
秘
神
学
に
関

す
る
肯
定
的
ア
プ
ロ
ー
チ
と
否
定
的
ア
プ
ロ
ー
チ
と
が
巧
妙
に

比
較
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

　
﹃
聖
三
位
一
体
論
﹄︵D

e Sancta Trinitate

）、﹃
信
仰
告
白
﹄

︵Expositio et declaratio fidei

）
と
い
っ
た
著
作
の
な
か
で
聖
ヨ
ア

ン
ネ
ス
は
キ
リ
ス
ト
教
の
伝
統
を
弁
解
す
る
た
め
に
多
く
の

ペ
ー
ジ
を
割
い
て
い
る
。
そ
の
な
か
で
特
筆
す
べ
き
こ
と
は
、

人
間
の
︽
神
化
︾︵θέω

σις

）、
主
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
二
つ
の

本
性
の
意
志
、
す
な
わ
ち
神
性
と
人
性
、
聖
な
る
イ
コ
ン
へ
の

崇
拝
、
像
の
理
論
を
基
礎
づ
け
る
こ
と
、
つ
ま
り
像
と
は
本
性

に
か
か
わ
る
も
の
で
あ
り
、
教
訓
的
で
あ
り
、
象
徴
的
で
あ
る

こ
と
、
人
間
も
神
の
像
で
あ
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
像
の
は
た
ら
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き
に
よ
っ
て
宇
宙
に
対
す
る
知
識
、
天
使
と
悪
魔
と
い
う
二
つ

の
身
体
な
き
力
の
身
体
と
姿
に
対
す
る
知
識
を
獲
得
で
き
る
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

ダ
マ
ス
コ
ス
の
聖
ヨ
ア
ン
ネ
ス
の
著
作
に
お
い
て
は
、
宇
宙

に
お
け
る
普
遍
的
な
秩
序
に
対
す
る
デ
ィ
オ
ニ
ュ
シ
オ
ス
的
思

想
の
展
開
が
も
っ
と
も
明
確
な
か
た
ち
で
認
め
ら
れ
て
い
る
よ

う
に
思
わ
れ
る
。
ま
た
不
可
視
性
に
よ
っ
て
神
が
こ
の
世
界
に

存
在
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
、
す
な
わ
ち
神
の
存
在
が
神
の
子

の
受
肉
、
歴
史
的
人
物
と
し
て
の
キ
リ
ス
ト
、
神
人
と
い
う
か

た
ち
で
は
あ
る
が
、
正
確
に
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
と
い
う
こ

と
に
対
す
る
デ
ィ
オ
ニ
ュ
シ
オ
ス
的
概
念
も
展
開
し
て
い
る
よ

う
に
思
わ
れ
る
。

　

し
た
が
っ
て
神
を
表
現
す
る
こ
と
も
で
き
る
よ
う
に
な
る
し
、

ト
ル
ロ
ス
の
教
会
会
議
︵
６
９
２
）
に
お
い
て
採
択
さ
れ
た
宗
規

82
に
よ
れ
ば
、
象
徴
的
図
像
学
で
は
な
く
擬
人
法
に
よ
っ
て
神

を
表
現
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
に
な
るぬ
。
大
バ

シ
レ
イ
オ
ス
︵B

asilius M
agnus, 330

︲379

）
の
お
そ
ら
く
も
っ
と

も
耳
慣
れ
な
い
言
葉
を
採
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
第
７
回
世

界
公
会
議
︵
第
２
回
ニ
カ
イ
ア
公
会
議
、
７
８
７
）
の
教
義
が
最
終

的
に
は
像
の
神
学
を
復
活
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ

の
言
葉
と
は
﹁
像
に
敬
意
を
払
う
こ
と
は
そ
の
元
の
も
の
に
か

か
わ
る
こ
と
で
あ
る
﹂︵διότι ἡ τῆς εἰχόνος τιμή ἐπι τὸ πρωτὸτυπον 

διαβαίνει

）
で
あ
るね
が
、
こ
れ
が
イ
コ
ン
を
崇
拝
す
る
者
は
誰
で
も

そ
こ
に
表
示
さ
れ
て
い
る
基
体
︵ἡ ὑπόστασις

：
人
物
）
を
も
崇
拝

す
る
こ
と
の
理
由
な
の
で
あ
る
。

　

こ
の
意
味
か
ら
、
そ
し
て
デ
ィ
オ
ニ
ュ
シ
オ
ス
・
ア
レ
オ
パ

ギ
テ
ー
ス
が
キ
リ
ス
ト
教
美
術
に
何
を
明
示
し
た
の
か
と
い
う

こ
と
に
関
し
て
求
め
ら
れ
て
い
る
人
物
の
コ
ン
テ
キ
ス
ト
の
範

囲
内
に
お
い
て
言
え
ば
、
ダ
マ
ス
コ
ス
の
聖
ヨ
ア
ン
ネ
ス
に
や

は
り
言
及
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
と
い
う
の
は
、
聖
ヨ
ア
ン
ネ
ス

は
、
神
に
関
す
る
神
秘
的
な
知
へ
と
到
達
す
る
機
会
と
し
て
美

術
を
捉
え
、
そ
う
し
た
立
場
か
ら
次
の
よ
う
に
結
論
づ
け
て
い

る
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
﹁
わ
た
し
は
自
ら
の
救
い
を
も
た

ら
し
て
く
れ
た
も
の
を
尊
重
す
る
こ
と
を
や
め
る
つ
も
り
は
な

い
﹂﹁
も
の
ご
と
を
悪
く
と
っ
て
は
な
ら
な
い
。
主
に
由
来
す
る

も
の
の
な
か
で
貴
重
で
な
い
も
の
は
な
い
か
ら
だ
﹂

　

聖
ヨ
ア
ン
ネ
ス
は
、
像
を
使
用
す
る
こ
と
に
関
し
て
も
っ
と

も
重
要
な
根
拠
を
神
の
受
肉
の
な
か
に
み
て
い
る
。
そ
れ
に
関
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し
て
彼
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
﹁
そ
れ
こ
そ

が
、
見
る
こ
と
の
で
き
な
い
神
を
表
現
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
な

い
一
者
と
し
て
で
は
な
く
、
わ
れ
わ
れ
の
救
い
の
た
め
に
御
自

ら
見
え
る
も
の
と
な
り
、
わ
れ
わ
れ
の
血
と
肉
の
な
か
に
御
自

ら
を
譲
与
さ
れ
た
一
者
と
し
て
表
現
し
た
こ
と
の
理
由
で
あ
る
。

つ
ま
り
わ
れ
わ
れ
が
表
現
す
る
の
は
見
る
こ
と
の
で
き
な
い
神

性
で
は
な
く
、
見
る
こ
と
の
で
き
る
肉
と
な
っ
た
神
の
御
言
葉

な
の
で
あ
るの
﹂。
し
た
が
っ
て
キ
リ
ス
ト
の
イ
コ
ン
は
神
聖
な
る

表
現
で
あ
り
、
ア
タ
ナ
シ
オ
ス
︵A

thanasios, 295

︲373

）
が
述

べ
て
い
る
よ
う
に
イ
コ
ン
と
は
﹁
見
え
な
い
神
の
像
﹂
な
の
で

あ
る
。

７　

神
秘
神
学
と
パ
ラ
マ
ス
の
ヘ
シ
ュ
カ
ス
ム

　

デ
ィ
オ
ニ
ュ
シ
オ
ス
の
神
秘
神
学
に
お
い
て
は
、
知
識
や
概

念
は
仮
そ
め
の
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
ゆ
え
に
︽
神
化
︾
へ
の

到
達
を
妨
げ
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
こ
の
著
者
は
完
成
と
可
視

的
な
光
を
超
え
た
神
秘
的
な
精
神
集
中
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る

︵﹁
隠
れ
た
神
秘
な
る
沈
黙
の
、
光
を
超
え
た
闇
﹂は）
が
、
そ
こ
で
は
神

へ
と
到
り
神
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
だ
け
で
あ
っ
て
、
神
の
存

在
を
理
解
し
て
定
義
づ
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
こ
で
認
め

ら
れ
る
こ
と
は
聖
グ
レ
ゴ
リ
オ
ス
・
パ
ラ
マ
ス
︵G

regorios 

Palam
as, 1296

︲1359

）ひの
ヘ
シ
ュ
カ
ス
ム
︵hesychasm

）
と
の
概

念
的
関
連
と
︽
キ
リ
ス
ト
の
変
容
︾
と
い
う
主
題
の
図
像
学
的

受
容
と
典
礼
的
受
容
で
あ
る
。

　

さ
ら
に
デ
ィ
オ
ニ
ュ
シ
オ
ス
は
次
の
よ
う
な
忠
告
を
し
て
い

る
。﹁
自
分
自
身
と
一
切
の
も
の
か
ら
の
完
全
に
無
条
件
で
絶
対

的
な
超
脱
に
よ
っ
て
、
あ
な
た
が
一
切
の
も
の
を
除
去
す
る
と

と
も
に
一
切
の
も
の
か
ら
解
放
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
存
在

を
超
え
て
い
る
、
神
の
闇
の
光
へ
と
引
き
上
げ
ら
れ
る
で
あ
ろ

う
﹂ふ。
こ
こ
で
明
ら
か
に
な
る
こ
と
は
、
究
極
目
的
が
観
想
や
一

時
の
感
情
な
の
で
は
な
く
、
自
己
自
身
の
放
棄
で
あ
る
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。

　

マ
イ
ス
タ
ー
・
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
に
お
い
て
は
、
個
人
性
に
関

す
る
こ
う
し
た
否
定
は
行
き
過
ぎ
た
感
も
あ
る
が
、
し
か
し
中

世
的
な
ヘ
シ
ュ
カ
ス
ム
と
の
連
関
は
デ
ィ
オ
ニ
ュ
シ
オ
ス
の
﹃
神

秘
神
学
﹄
の
次
の
よ
う
な
文
章
に
と
き
に
は
っ
き
り
と
見
て
と

る
こ
と
が
で
き
る
。﹁
わ
れ
わ
れ
は
光
を
超
え
た
そ
の
闇
の
と
こ

ろ
に
行
く
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
ま
た
、
見
る
こ
と
も
知
る
こ
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と
も
な
し
に
観
想
と
知
識
を
超
え
て
い
る
方
を
、
見
る
こ
と
も

知
る
こ
と
も
な
し
に
見
て
知
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
祈
ろ
う
。

実
際
、
そ
う
す
る
こ
と
こ
そ
が
真
に
見
る
こ
と
で
あ
り
知
る
こ

と
な
の
で
あ
る
。
ま
た
、
自
然
物
の
彫
像
を
彫
る
人
が
、
隠
れ

て
い
る
も
の
に
対
す
る
純
粋
な
観
想
を
覆
い
隠
し
て
い
る
阻
害

物
を
す
べ
て
取
り
除
け
ば
、
そ
の
よ
う
に
除
去
す
る
だ
け
で
そ

の
彫
像
は
隠
れ
て
見
え
な
か
っ
た
美
し
さ
を
そ
れ
自
身
で
輝
か

す
の
で
あ
る
が
、
い
わ
ば
そ
の
よ
う
に
、
す
べ
て
の
存
在
す
る

も
の
を
除
去
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
存
在
を
超
え
て
い
る
も
の

を
存
在
を
超
え
て
讃
え
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
わ
れ
わ
れ
は
祈

ろ
う
﹂へ

　

デ
ィ
オ
ニ
ュ
シ
オ
ス
は
、
神
す
な
わ
ち
真
の
根
源
的
な
原
因

が
肯
定
も
否
定
も
で
き
な
い
の
と
同
様
に
、
創
造
の
根
源
的
な

原
因
が
感
覚
や
思
惟
の
対
象
で
は
あ
り
え
な
い
こ
と
を
述
べ
る

こ
と
で
こ
の
著
作
を
結
論
づ
け
て
い
る
。
神
は
す
べ
て
の
も
の

を
超
え
て
い
る
が
ゆ
え
に
、
観
想
に
よ
る
神
秘
的
な
方
法
に
よ

っ
て
の
み
到
達
で
き
る
。
こ
の
著
者
で
あ
る
デ
ィ
オ
ニ
ュ
シ
オ

ス
が
存
在
し
て
い
な
か
っ
た
な
ら
ば
、
わ
ず
か
１
世
紀
以
内
に

彼
の
思
想
が
神
学
的
議
論
だ
け
で
は
な
く
、
東
方
と
西
方
の
キ

リ
ス
ト
教
美
術
に
浸
透
し
て
い
た
か
ど
う
か
は
懐
疑
的
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
は
６
世
紀
中
ご
ろ
に
建
て
ら
れ
た
シ
ナ
イ
修
道
院
の

聖
堂
と
ク
ラ
ッ
セ
の
聖
ア
ポ
リ
ナ
リ
オ
ス
聖
堂
の
ア
プ
シ
ス
に

描
か
れ
て
い
る
モ
ザ
イ
ク
画
を
述
べ
る
だ
け
で
十
分
で
あ
る
。

８　

エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
に
対
す
る
評
価

　

14
世
紀
前
半
、
エ
ア
フ
ル
ト
の
ド
ミ
ニ
コ
会
士
エ
ッ
ク
ハ
ル

ト
は
２
回
に
わ
た
っ
て
︵
１
３
０
２
︲
１
３
０
３
、
１
３
１
１
︲
１

３
１
４
）
パ
リ
大
学
神
学
部
で
教
授
を
務
め
、
シ
ュ
ト
ラ
ー
ス
ブ

ル
ク
と
ケ
ル
ン
で
神
学
を
教
え
て
い
る
が
、
教
父
の
著
作
を
批

判
的
に
精
読
し
、
ド
イ
ツ
思
弁
神
秘
主
義
の
基
礎
を
形
成
す
る

こ
と
に
な
る
神
秘
主
義
的
運
動
を
導
い
た
。
こ
の
神
秘
主
義
は

あ
る
特
定
の
態
度
を
も
つ
か
ぎ
り
に
お
い
て
思
弁
的
と
考
え
ら

れ
て
い
る
が
、
そ
の
態
度
と
は
プ
ロ
ク
ロ
ス
︵Proclus, 412

︲

485
）
や
デ
ィ
オ
ニ
ュ
シ
オ
ス
の
思
想
、
す
な
わ
ち
神
は
絶
対
的

に
超
越
的
で
あ
り
、
人
間
の
能
力
で
は
到
達
す
る
こ
と
は
で
き

な
い
と
い
う
思
想
の
究
極
的
な
解
釈
が
な
さ
れ
て
い
る
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。

　

実
際
、
デ
ィ
オ
ニ
ュ
シ
オ
ス
の
否
定
神
学
は
ま
さ
に
受
肉
を
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根
拠
し
て
神
の
知
を
認
め
る
し
、
聖
ヨ
ア
ン
ネ
ス
は
イ
コ
ン
に

対
す
る
崇
拝
を
弁
護
す
る
さ
い
に
は
こ
の
点
に
言
及
し
て
い
る
。

プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
、
デ
ィ
オ
ニ
ュ
シ
オ
ス
そ
し
て
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト

の
否
定
神
学
を
比
較
し
分
析
し
て
み
る
と
、
彼
ら
の
違
い
が
思

弁
的
方
法
を
拒
絶
す
る
こ
と
に
で
は
な
く
、
む
し
ろ
否
定
神
学

の
破
壊
的
な
イ
メ
ー
ジ
か
ら
知
を
守
る
こ
と
の
必
要
性
に
基
づ

い
て
い
る
こ
と
が
理
解
で
き
る
。

　

19
世
紀
に
な
っ
て
、
Ｋ
・
シ
ュ
ミ
ッ
ト
と
Ｗ
・
プ
レ
ガ
ー
は

ま
ず
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
を
ス
コ
ラ
学
者
と
し
て
紹
介
し
たほ
。
同
じ

時
期
に
Ｈ
・
デ
ニ
フ
レ
は
、
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
が
汎
神
論
者
で
あ

る
と
す
る
見
解
は
根
拠
の
な
い
も
の
で
あ
る
と
し
て
否
定
し
て

い
るま
。
Ｏ
・
カ
ラ
ー
は
、
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
を
天
才
的
な
ト
マ
ス

主
義
者
の
な
か
に
位
置
づ
け
、
彼
の
業
績
は
西
方
の
教
会
の
教

義
と
矛
盾
す
る
こ
と
は
な
い
と
述
べ
て
い
るみ
。
20
世
紀
の
40
年

代
に
な
っ
て
、
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
が
ト
マ
ス
主
義
者
、
ネ
オ
プ
ラ

ト
ニ
ス
ト
、
ア
ヴ
ェ
ロ
エ
ス
主
義
者
、
汎
神
論
者
で
あ
る
と
す

る
有
効
的
な
帰
結
に
基
づ
い
て
、
Ｈ
・
エ
ー
ベ
リ
ン
ク
は
根
拠

の
あ
る
興
味
深
い
評
価
を
下
し
て
い
る
。
そ
の
評
価
に
よ
れ
ば
、

エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
は
﹁
哲
学
シ
ス
テ
ム
の
有
能
な
編
纂
者
﹂
と
い

う
こ
と
に
な
るむ
。
こ
の
よ
う
な
思
想
の
つ
な
が
り
の
な
か
で
見

る
と
、
こ
の
ド
イ
ツ
の
哲
学
者
は
周
辺
の
状
況
に
根
差
し
た
思

想
家
で
あ
っ
て
、
そ
の
思
想
は
そ
の
人
生
の
出
来
事
の
結
実
で

あ
る
と
い
う
Ｋ
・
ル
ー
の
見
解
は
非
常
に
貴
重
で
あ
るめ
。

　

エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
に
対
す
る
見
解
、
す
な
わ
ち
哲
学
史
に
関
す

る
資
料
に
基
づ
い
て
形
成
さ
れ
、
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
を
汎
神
論
者

や
ネ
オ
プ
ラ
ト
ニ
ス
ト
と
紹
介
す
る
見
解
は
む
し
ろ
、
エ
ッ
ク

ハ
ル
ト
を
カ
リ
ス
マ
的
な
ド
イ
ツ
神
秘
主
義
の
立
場
か
ら
見
た

一
側
面
に
す
ぎ
な
い
。
論
理
的
な
思
考
力
と
神
秘
主
義
を
手
段

に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
観
想
と
い
う
障
害
を
乗
り
越
え
る
こ
と

が
、
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
の
哲
学
的
省
察
の
主
要
目
的
な
の
で
あ
る
。

９　
「
山
上
の
垂
訓
」
に
つ
い
て
の

エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
の
説
教

　

マ
タ
イ
に
よ
る
福
音
書
に
出
て
く
る
い
わ
ゆ
る
﹁
山
上
の
垂

訓
﹂
の
一
節
︵
第
５
章
３
節
）
に
由
来
す
る
題
名
を
も
つ
﹁
心
の

貧
し
い
者
は
幸
い
で
あ
る
﹂
と
い
う
説
教
の
な
か
で
エ
ッ
ク
ハ

ル
ト
は
、
デ
ィ
オ
ニ
ュ
シ
オ
ス
の
神
秘
神
学
と
キ
リ
ス
ト
の
説

教
か
ら
導
き
出
さ
れ
る
９
つ
の
至
福
の
聖
句
と
を
独
特
の
方
法
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で
比
較
し
て
い
る
。
こ
こ
で
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
は
西
洋
社
会
に
お

け
る
欠
陥
を
指
摘
す
る
こ
と
か
ら
は
じ
め
、
合
理
的
思
考
で
も

っ
て
デ
ィ
オ
ニ
ュ
シ
オ
ス
の
位
階
論
と
の
差
異
を
認
め
て
い
るも
。

さ
ら
に
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
は
、
貧
し
さ
と
い
う
概
念
に
対
し
て
根

本
的
に
捕
捉
し
合
う
否
定
的
定
義
を
段
階
的
に
︵
す
な
わ
ち
階
級

的
に
）
整
理
し
、
貧
し
い
人
と
は
け
っ
し
て
、
喜
び
を
味
わ
う
こ

と
の
な
い
人
で
は
な
く
、
何
も
欲
す
る
こ
と
な
く
、
何
も
知
る

こ
と
な
く
、
何
も
所
有
し
な
い
人
の
こ
と
で
あ
る
と
述
べ
て
い

る
。

　

エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
は
プ
ラ
ト
ン
的
な
言
語
ツ
ー
ル
を
使
っ
て
い

る
が
、
そ
れ
は
彼
が
古
代
後
期
の
著
者
た
ち
か
ら
得
た
も
の
で

あ
る
。
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
の
考
え
に
よ
れ
ば
、
神
人
と
呼
ば
れ
る

人
と
は
、
神
の
意
志
︵
そ
れ
と
自
分
自
身
の
意
志
）
と
い
う
点
に
お

い
て
神
か
ら
離
れ
た
人
の
み
を
指
す
。
し
た
が
っ
て
貧
し
さ
に

関
し
て
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
が
従
っ
た
論
理
に
よ
れ
ば
、
真
の
貧
し

さ
と
は
何
か
を
求
め
よ
う
と
す
る
こ
と
、
知
識
、
所
有
、
衝
動
、

肉
欲
、
個
性
に
対
す
る
欲
望
を
放
棄
す
る
こ
と
を
意
味
し
、
そ

し
て
こ
れ
ら
す
べ
て
の
も
の
を
放
棄
す
る
こ
と
の
目
的
は
至
福

と
い
う
祝
福
さ
れ
た
状
態
、
完
成
と
一
性
に
還
帰
す
る
こ
と
、

す
な
わ
ち
神
の
存
在
に
固
有
な
状
態
、
原
罪
に
よ
っ
て
引
き
起

こ
さ
れ
た
分
離
以
前
の
人
間
存
在
に
固
有
で
あ
っ
た
状
態
に
還

帰
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
。

　

そ
れ
ゆ
え
に
、
真
正
な
る
至
福
に
到
達
す
る
こ
と
は
同
時
に

神
聖
な
る
貧
し
さ
に
到
達
す
る
こ
と
を
意
味
し
、
そ
の
こ
と
に

よ
っ
て
︽
堕
落
︾
に
よ
る
結
果
に
終
止
符
を
打
つ
途
が
開
か
れ

て
く
る
。
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
に
お
け
る
こ
う
し
た
ラ
デ
ィ
カ
ル
な

神
秘
詩
主
義
は
論
理
的
に
は
、
デ
ィ
オ
ニ
ュ
シ
オ
ス
や
古
代
後

期
と
中
世
に
お
け
る
東
西
教
会
の
著
者
の
キ
リ
ス
ト
論
に
追
随

し
て
い
る
。

10　

パ
ラ
マ
ス
と
バ
ル
ラ
ア
ム
と
の
神
学
論
争

　

14
世
紀
の
40
年
代
、
東
方
に
お
い
て
テ
サ
ロ
ニ
ケ
の
司
祭
で

あ
っ
た
グ
レ
ゴ
リ
オ
ス
・
パ
ラ
マ
ス
の
ヘ
シ
ュ
カ
ス
ム
の
教
義

に
関
し
て
神
学
論
争
が
巻
き
起
こ
っ
た
。
パ
ラ
マ
ス
が
正
統
で

あ
る
か
否
か
と
い
う
問
題
に
ま
で
発
展
し
た
が
、
じ
つ
は
彼
に

対
す
る
疑
問
の
波
は
じ
つ
は
誤
解
で
あ
っ
た
。
こ
こ
に
は
西
方

の
神
秘
主
義
の
思
想
に
依
存
し
て
い
る
と
こ
ろ
が
あ
る
の
だ
ろ

う
か
。
ま
た
、
神
が
御
自
身
を
人
間
に
顕
わ
に
す
る
神
の
エ
ネ
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ル
ゲ
イ
ア
と
い
う
思
想
と
い
う
点
で
パ
ラ
マ
ス
の
否
定
神
学
は

適
切
な
も
の
と
い
え
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
世
界
で
の
神
の
現

在
は
遠
の
い
て
い
く
の
で
は
な
い
か
。
神
秘
主
義
的
観
想
に
到

達
す
る
こ
と
が
で
き
る
少
数
の
人
々
に
の
み
神
は
近
づ
く
の
だ

ろ
う
か
。
こ
の
よ
う
な
問
い
は
お
そ
ら
く
、
同
時
に
東
方
の
教

会
と
社
会
を
乱
す
問
題
だ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

　

パ
ラ
マ
ス
は
、
デ
ィ
オ
ニ
ュ
シ
オ
ス
と
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
の
よ

う
に
、
神
は
御
自
ら
の
本
性
に
よ
っ
て
不
可
知
で
あ
り
、
神
が

人
類
に
御
自
身
を
顕
わ
に
す
る
の
は
、
神
の
エ
ネ
ル
ゲ
イ
ア
を

通
し
て
、
神
の
栄
光
の
光
に
よ
っ
て
で
あ
る
と
考
え
て
い
た
。

こ
の
エ
ネ
ル
ゲ
イ
ア
と
は
三
一
性
の
共
通
の
力
で
あ
る
。
こ
の

こ
と
が
、
パ
ラ
マ
ス
に
お
け
る
聖
な
る
三
一
性
の
像
が
た
だ
神

の
三
・
一
性
の
像
だ
け
で
は
な
く
、
キ
リ
ス
ト
の
降
誕
、
洗
礼
、

主
の
変
容や
と
い
っ
た
神
の
顕
現
︵theophaneia

）
に
関
す
る
観
念

で
あ
る
こ
と
の
理
由
で
あ
る
。
ヘ
シ
ュ
カ
ス
ム
の
教
義
に
よ
れ

ば
、
祈
り
と
は
エ
ク
ス
タ
シ
ー
に
到
達
す
る
た
め
の
必
須
条
件

で
あ
る
。
祈
り
に
は
人
間
を
天
国
に
ま
で
引
き
上
げ
、
神
の
前

に
立
た
せ
る
力
が
あ
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
こ
と
は
単
な
る
情
緒
に
よ
っ
て
達
成

で
き
る
も
の
で
は
な
い
。
祈
り
に
よ
る
観
想
を
絶
え
間
な
く
続

け
て
い
る
な
ら
ば
、
そ
の
も
の
の
存
在
全
体
は
充
ち
溢
れ
る
光

に
よ
っ
て
圧
倒
的
に
包
ま
れ
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
こ
れ
は

神
の
栄
光
を
始
原
と
す
る
光
で
あ
り
、
聖
な
る
三
一
性
か
ら
永

遠
に
限
り
な
く
あ
ふ
れ
出
て
く
る
光
で
あ
る
。
タ
ボ
ル
山
の
光
、

ヘ
シ
ュ
カ
ス
ト
が
そ
の
光
を
見
出
す
機
会
、
そ
し
て
永
遠
の
生

命
と
い
う
至
福
へ
の
信
仰
、
こ
れ
ら
は
わ
れ
わ
れ
が
望
む
も
の

で
あ
る
が
、
同
一
の
霊
的
存
在
の
３
つ
の
段
階
な
の
で
あ
る
。

　

パ
ラ
マ
ス
の
思
想
、
タ
ボ
ル
山
の
光
の
特
徴
に
関
す
る
問
題

の
第
一
、
そ
し
て
神
の
エ
ネ
ル
ゲ
イ
ア
と
い
う
創
造
さ
れ
な
い

も
の
を
め
ぐ
っ
て
、
ビ
ザ
ン
テ
ィ
ン
に
お
い
て
激
し
い
神
学
論

争
が
巻
き
起
こ
っ
た
。
こ
の
論
争
は
１
３
３
７
年
に
始
ま
り
、

１
３
４
０
年
に
そ
の
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
に
達
し
た
。
二
つ
の
相

反
す
る
教
説
が
支
持
さ
れ
た
が
、
そ
の
一
つ
は
パ
ラ
マ
ス
に
よ

っ
て
提
出
さ
れ
た
も
の
で
、
神
的
な
も
の
と
神
の
知
の
充
溢
が

存
在
す
る
と
い
う
現
実
的
な
分
有
論
を
弁
護
す
る
も
の
で
あ
り
、

も
う
一
方
は
、
カ
ラ
ブ
リ
ア
出
身
の
バ
ル
ラ
ア
ム
に
よ
っ
て
提

出
さ
れ
た
も
の
で
、
神
は
間
接
的
な
方
法
に
よ
っ
て
す
な
わ
ち

﹁
神
の
知
性
認
識
的
な
知
﹂
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
と
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い
う
も
の
で
あ
る
。

　

こ
の
討
論
が
ビ
ザ
ン
テ
ィ
ン
の
教
父
と
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
ス

コ
ラ
学
と
の
最
初
で
直
接
的
な
論
争
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

Ｊ
・
メ
イ
エ
ン
ド
ル
フ
の
見
解
に
よ
れ
ば
、
ビ
ザ
ン
テ
ィ
ン
の

ヘ
シ
ュ
カ
ス
ム
と
バ
ル
ラ
ア
ム
の
神
学
的
方
法
と
の
討
論
の
核

心
に
は
５
つ
の
基
本
的
な
ポ
イ
ン
ト
が
含
ま
れ
て
い
る
が
、
両

者
の
不
一
致
の
も
っ
と
も
明
ら
か
な
ポ
イ
ン
ト
は
、
神
の
本
質

の
不
可
知
が
バ
ル
ラ
ア
ム
に
よ
っ
て
絶
対
化
さ
れ
た
こ
と
で
あ

るゆ。
そ
の
た
め
、
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ノ
ー
プ
ル
総
主
教
イ
オ
ア

ン
14
世
は
、
１
３
４
１
年
６
月
10
日
に
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ノ
ー

プ
ル
で
宗
教
会
議
を
開
い
た
が
、
そ
の
会
議
に
は
パ
ラ
マ
ス
の

友
人
で
あ
る
ア
ン
ド
ロ
ニ
コ
ス
３
世
パ
レ
オ
ロ
ゴ
ス
︵
東
ロ
ー
マ

帝
国
第
４
代
皇
帝
）、
そ
し
て
バ
ル
ラ
ア
ム
に
共
感
し
て
い
た
ヨ
ハ

ネ
ス
６
世
カ
ン
タ
ク
ゼ
ノ
ス
︵
東
ロ
ー
マ
帝
国
第
６
代
皇
帝
）
が
参

加
し
た
。

　

こ
の
会
議
に
は
あ
ら
ゆ
る
身
分
が
含
ま
れ
て
い
た
。
パ
ラ
マ

ス
は
５
月
の
首
都
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ノ
ー
プ
ル
に
到
着
し
た
が
、

彼
は
何
人
か
の
弟
子
を
伴
っ
て
い
た
。
そ
の
な
か
に
は
、
モ
ネ

ン
バ
シ
ア
の
府
主
教
と
な
り
、
の
ち
に
は
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ノ
ー

プ
ル
総
主
教
の
座
に
就
い
た
イ
シ
ド
ル
ス
、
テ
サ
ロ
ニ
ケ
の
修

道
院
を
設
立
し
た
ド
ロ
ー
テ
ウ
ス
と
マ
ル
コ
ス
兄
弟
が
い
た
︵
そ

の
う
ち
の
一
人
は
１
３
７
０
年
以
降
に
、
テ
サ
ロ
ニ
ケ
の
府
主
教
に
選

出
さ
れ
た
）。
こ
の
会
議
は
わ
ず
か
１
日
で
終
わ
っ
た
が
、
バ
ル

ラ
ア
ム
は
断
罪
さ
れ
、
パ
ラ
マ
ス
は
正
統
で
あ
る
と
認
め
ら

れ
た
。

11　
《
キ
リ
ス
ト
の
変
容
》
の
図
像
学
的
解
釈

　

パ
ラ
マ
ス
主
義
者
と
の
論
争
の
結
果
と
し
て
明
白
な
か
た
ち

で
示
さ
れ
た
の
は
、︽
キ
リ
ス
ト
の
変
容
︾
と
い
う
テ
ー
マ
に
関

す
る
新
し
い
図
像
学
が
生
ま
れ
確
立
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
こ

の
テ
ー
マ
は
14
世
紀
中
葉
以
降
キ
リ
ス
ト
教
美
術
に
お
い
て
と

く
に
民
間
に
普
及
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
地
域
と
し
て
は

主
と
し
て
ヘ
シ
ュ
カ
ス
ム
の
直
接
的
影
響
下
に
あ
っ
た
地
域
、

す
な
わ
ち
ブ
ル
ガ
リ
ア
の
ヴ
ェ
リ
コ
・
タ
ル
ノ
ヴ
ォ
や
ル
ー
ス

に
あ
る
修
道
院
だ
け
で
は
な
く
、
ア
ト
ス
山
、
メ
テ
オ
ラ
、
ヴ

ェ
ロ
イ
ア
、
カ
ス
ト
リ
ア
、
テ
サ
ロ
ニ
ケ
と
い
っ
た
聖
パ
ラ
マ

ス
と
そ
の
弟
子
た
ち
が
活
動
し
て
い
た
地
域
で
あ
る
。

　

こ
の
テ
ー
マ
は
た
と
え
ば
、
シ
ナ
イ
山
修
道
院
に
あ
る
聖
カ
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タ
リ
ナ
聖
堂
の
ア
プ
シ
ス
の
モ
ザ
イ
ク
画
の
よ
う
に
、
６
世
紀

の
キ
リ
ス
ト
教
美
術
に
お
い
て
は
す
で
に
知
ら
れ
て
い
た
。
11

︲
12
世
紀
の
例
と
し
て
は
、
ダ
フ
ネ
の
ビ
ザ
ン
テ
ィ
ン
教
会
や

コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ノ
ー
プ
ル
の
コ
ー
ラ
修
道
院
の
拝
廊
の
モ
ザ

イ
ク
画
、
そ
し
て
12
世
紀
に
描
か
れ
た
ル
ー
ブ
ル
の
︽
キ
リ
ス

ト
の
変
容
︾
を
表
現
し
て
い
る
モ
ザ
イ
ク
・
イ
コ
ン
な
ど
が
あ

げ
ら
れ
るよ
。

　

14
世
紀
に
入
る
と
︽
変
容
︾
の
場
面
に
図
像
学
的

に
細
か
い
変
化
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
そ
れ

は
、
キ
リ
ス
ト
を
取
り
巻
く
被
造
的
な
光
︵ἡ θεία 

δόξα

：
神
の
栄
光
）
の
表
現
方
法
に
関
す
る
も
の
で
あ

る
が
、
す
な
わ
ち
キ
リ
ス
ト
の
姿
を
包
む
楕
円
形
の

光
背
が
太
く
な
っ
た
光
線
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
こ

と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
パ
ラ
マ
ス
の
ヘ
シ
ュ
カ
ス

的
教
説
の
影
響
が
そ
の
原
因
で
あ
る
こ
と
が
疑
え
な

い
事
実
で
あ
り
、
ま
た
こ
こ
に
示
さ
れ
て
い
る
こ
と

は
タ
ボ
ル
山
の
非
被
造
的
な
光
を
も
っ
と
も
可
能
な

仕
方
で
表
現
し
よ
う
と
し
た
画
家
た
ち
の
努
力
で

あ
る
。

　

さ
ら
に
は
、
カ
ス
ト
リ
ア
の
ト
ゥ
・
ヴ
ヌ
ー
聖
グ
レ
ゴ
リ
オ

ス
教
会
︵
１
３
６
８
︲
１
３
８
５
）、
ア
ル
バ
ニ
ア
の
レ
ス
コ
ヴ
ィ

ク
近
郊
に
あ
る
チ
ェ
ル
ス
ケ
の
生
神
女
教
会
︵
14
世
紀
末
）、
ブ

ル
ガ
リ
ア
の
ル
ー
ス
地
区
の
イ
ワ
ノ
ヴ
ォ
の
岩
を
切
り
開
い
て

建
て
ら
れ
た
大
天
使
ミ
カ
エ
ル
教
会
に
あ
る
壁
画
、
そ
し
て
ま

た
同
時
代
の
ビ
ザ
ン
テ
ィ
ン
の
貴
重
な
イ
コ
ン
が
あ
り
、
た
と

え
ば
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
の
聖
堂
博
物
館
に
展
示
さ
れ
て
い
る
12
の

キリストの変容、ダフニ修道院（ギリシア）にある
モザイク画、11世紀の製作
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祝
祭
を
描
い
た
二
つ
折
り
の
モ
ザ
イ
ク
イ
コ
ン
、
シ
ナ
イ
修
道

院
の
14
世
紀
に
製
作
さ
れ
た
聖
障
︵iconostasis

）らに
か
か
っ
て
い

る
４
つ
の
シ
ー
ン
か
ら
な
る
イ
コ
ン
等
が
あ
げ
ら
れ
るり
。

　

そ
れ
に
加
え
て
、
二
つ
の
神
秘
思
想
す
な
わ
ち
デ
ィ
オ
ニ
ュ

シ
オ
ス
と
パ
ラ
マ
ス
の
間
を
つ
な
ぐ
連
続
性
は
、
図
像
学
的
レ

ベ
ル
に
お
い
て
も
14
世
紀
項
の
作
品
の
数
に
は
っ
き
り
と
表
れ

る
よ
う
に
な
る
。

　

ト
ゥ
プ
コ
・
ゾ
ク
ラ
フ
に
よ
っ
て
製
作
さ
れ
た
ヘ

ル
ミ
ニ
ア
︵
イ
コ
ン
画
の
範
型
を
伴
っ
た
壁
画
）
に
お

い
て
は
、
パ
ラ
マ
ス
の
イ
コ
ン
は
デ
ィ
オ
ニ
ュ
シ
オ

ス
、
俸
神
者
聖
イ
グ
ナ
テ
ィ
オ
ス
、
ク
リ
ト
の
聖
ア

ン
ド
レ
ア
ス
、
ロ
ー
マ
教
皇
聖
シ
ル
ヴ
ェ
ス
テ
ル
１

世
、
ネ
オ
カ
エ
サ
レ
ア
の
聖
グ
レ
ゴ
リ
オ
ス
の
イ
コ

ン
と
と
も
に
聖
物
納
室
に
保
管
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る

と
い
わ
れ
て
い
るる
。
デ
ィ
コ
ー
・
ゾ
グ
ラ
フ
の
ヘ
ル

ミ
ニ
ア
の
リ
ス
ト
に
お
い
て
は
パ
ラ
マ
ス
は
16
番
目

に
数
え
ら
れ
て
お
り
、
つ
ま
り
ト
ゥ
プ
コ
・
ゾ
グ
ラ

フ
が
殉
教
し
た
司
教
の
リ
ス
ト
を
着
手
し
た
地
位
に

位
置
づ
け
ら
れ
て
い
るれ
。

　

ビ
ザ
ン
テ
ィ
ン
以
降
に
な
る
と
、
１
７
８
３
年
か
ら
は
パ
ラ

マ
ス
の
イ
コ
ン
は
首
座
主
教
の
教
会
、
す
な
わ
ち
ア
ト
ス
山
の

ク
シ
ロ
ポ
タ
ム
ウ
修
道
院
の
中
心
教
会
の
内
陣
に
つ
ね
に
置
か

れ
る
よ
う
に
な
る
。
こ
れ
は
、
教
会
画
家
で
あ
る
コ
ン
ス
タ
ン

テ
ィ
ン
、
ア
タ
ー
ナ
ス
、
ナ
ウ
ム
と
い
う
３
人
の
﹁
ゾ
グ
ラ
フ

兄
弟
﹂
の
作
品
で
あ
る
。

生命の輪、キリスト変容修道院（ブルガリア・タル
ノヴォ）の壁画、19世紀の製作
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12　

エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
の
神
秘
主
義
と

そ
の
思
想
史
的
背
景

　

15
世
紀
の
西
方
に
お
い
て
は
、
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
の
複
雑
で
神

秘
的
思
惟
に
よ
る
教
説
が
、
実
践
的
で
し
か
も
倫
理
的
意
味
が

吹
き
込
ま
れ
た
神
秘
主
義
の
概
念
に
取
っ
て
代
わ
ら
れ
た
。
ト

マ
ス
・
ケ
ン
ピ
ス
の
著
書
﹃
キ
リ
ス
ト
に
な
ら
い
て
﹄
は
東
方

正
教
会
の
何
人
か
の
神
学
者
に
よ
っ
て
批
判
さ
れ
た
が
、
こ
の

著
作
に
よ
っ
て
ド
イ
ツ
思
弁
神
秘
主
義
の
思
想
が
ブ
ル
ガ
リ
ア
、

オ
ラ
ン
ダ
、
フ
ラ
ン
ド
ル
地
方
、
フ
ラ
ン
ス
、
ド
イ
ツ
に
起
こ

っ
た
﹁
新
し
い
信
心
﹂︵D

evotio m
oderne

）
運
動
の
な
か
で
普
及

さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
の
書
が
強
調
す
る
こ
と
は
、
悔
い

改
め
と
十
字
架
に
つ
け
ら
れ
た
キ
リ
ス
ト
の
自
己
犠
牲
、
苦
し

み
、
痛
み
を
つ
ね
に
熟
考
す
る
こ
と
で
あ
り
、
信
仰
者
は
精
神

的
観
想
に
よ
っ
て
そ
の
視
点
を
も
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
現
実
主
義
的
な
似
非
神
秘
主
義
は

15
世
紀
の
西
方
教
会
に
お
け
る
危
機
を
特
徴
づ
け
て
い
る
現
象

で
あ
り
、
つ
ま
り
こ
れ
は
イ
タ
リ
ア
で
の
サ
ヴ
ァ
ナ
ロ
ー
ラ
の

説
教
に
よ
っ
て
あ
る
程
度
広
ま
っ
た
似
非
神
秘
主
義
な
の
で

あ
る
。

　

時
を
同
じ
く
し
て
発
生
し
た
の
が
イ
ギ
リ
ス
の
ロ
ラ
ー
ド
主

義
、
チ
ェ
コ
の
フ
ス
派
に
よ
る
宗
教
運
動
、
そ
し
て
も
ち
ろ
ん

北
東
ド
イ
ツ
で
発
生
し
た
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
に
よ
る
宗
教
改
革

で
あ
る
。
戦
争
、
疫
病
、
高
い
死
亡
率
、
財
産
と
愛
す
る
人
が

絶
え
間
な
く
失
わ
れ
て
い
く
こ
と
に
よ
る
恐
怖
感
に
よ
っ
て
、

さ
ら
に
口
伝
に
よ
っ
て
広
ま
っ
た
思
弁
的
似
非
神
秘
主
義
が
想

起
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
フ
ラ
ン
ス
と
ド
イ
ツ
に
出
現
し
た
の

が
﹁
死
の
舞
踏
﹂
と
呼
ば
れ
る
何
百
も
の
絵
画
で
あ
る
。

　

エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
は
、
ヨ
ハ
ネ
ス
・
タ
ウ
ラ
ー
︵Johannes Tauler, 

1300

︲1361

）、
ハ
イ
ン
リ
ヒ
・
ゾ
イ
ゼ
︵H

einrich Seuse, 1296

︲

1366

）、
リ
ュ
ー
ベ
ッ
ク
の
ヨ
ハ
ネ
ス
︵Johannes van R

uysbroeck, 

1292

︲1381

）
と
い
っ
た
同
時
代
の
思
想
家
に
か
な
り
の
影
響
を

及
ぼ
し
て
い
る
。
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
が
こ
の
世
を
去
っ
て
か
ら
２

年
後
の
１
３
２
９
年
３
月
27
日
、
教
皇
ヨ
ハ
ネ
ス
22
世
は
勅
書

﹃
主
の
耕
地
に
て
﹄
の
な
か
で
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
の
テ
キ
ス
ト
の
な

か
か
ら
28
の
文
章
を
選
び
、
そ
れ
ら
を
断
罪
し
た
の
で
あ
る
。

こ
の
う
ち
の
17
の
文
章
は
異
端
と
さ
れ
た
が
、
そ
の
な
か
に
は

世
界
の
永
遠
性
、
人
間
の
無
価
値
性
、
人
間
の
完
全
な
る
神
化
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に
関
す
る
論
証
が
含
ま
れ
て
い
る
。

　

14
世
紀
の
後
半
、
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
の
思
想
に
感
化
さ
れ
た
フ

ラ
ン
ク
フ
ル
ト
出
身
の
無
名
の
ド
ミ
ニ
コ
会
士
は
、
マ
ル
テ
ィ

ン
・
ル
タ
ー
の
手
に
よ
っ
て
１
５
１
６
年
か
ら
１
５
１
８
年
の

間
に
初
め
て
公
刊
さ
れ
た
﹃
ド
イ
ツ
神
学
﹄
を
著
わ
し
た
。
こ

の
意
味
で
、
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
は
教
会
の
問
題
や
教
義
の
問
題
に

関
す
る
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
的
な
考
え
は
何
も
述
べ
て
い
な
い
け

れ
ど
も
、
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
の
名
前
は
ド
イ
ツ
の
宗
教
改
革
に
か

か
わ
る
出
来
事
の
な
か
で
教
会
政
策
と
い
う
点
に
ま
で
広
ま
る

こ
と
に
な
っ
た
。

　

15
世
紀
に
な
る
と
、
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
の
名
前
は
ニ
コ
ラ
ウ
ス
・

ク
ザ
ー
ヌ
ス
と
の
関
連
で
言
及
さ
れ
、
19
世
紀
に
は
ロ
マ
ン
テ
ィ

ズ
ム
や
シ
ェ
リ
ン
グ
や
ヘ
ー
ゲ
ル
と
い
っ
た
観
念
論
哲
学
の
文

脈
の
な
か
で
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
の
名
前
は
復
活
し
、
そ
の
の
ち
に

は
ニ
ー
チ
ェ
の
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
と
連
関
す
る
こ
と
に
な
る
。

　

コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ノ
ー
プ
ル
が
陥
落
し
、
ギ
リ
シ
ア
教
父
が

衰
退
し
て
行
っ
た
直
後
、
西
方
世
界
は
中
世
文
明
の
衰
退
と
い

う
劇
的
な
段
階
に
入
る
こ
と
に
な
っ
た
。
西
方
に
お
け
る
生
活

の
現
実
の
な
か
で
の
劇
的
変
化
に
伴
っ
て
い
た
の
は
、
封
建
制

の
崩
壊
、
分
裂
し
た
弱
小
支
配
者
の
間
で
起
こ
っ
た
紛
争
や
戦

争
、
東
方
に
お
け
る
ラ
テ
ン
世
界
の
喪
失
で
あ
る
。
キ
リ
ス
ト

教
神
秘
主
義
は
４
世
紀
の
神
学
思
想
の
発
展
の
結
実
で
あ
り
、

そ
し
て
こ
の
神
学
思
想
の
発
展
は
キ
リ
ス
ト
教
そ
れ
自
体
の
な

か
で
起
こ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
文
化
史
的
観
点
か
ら
い
え
ば
、

キ
リ
ス
ト
教
神
秘
主
義
は
ま
ず
は
そ
の
キ
リ
ス
ト
教
の
伝
統
か

ら
影
響
を
受
け
、
そ
し
て
ネ
オ
プ
ラ
ト
ニ
ズ
ム
か
ら
も
影
響
を

受
け
て
い
る
。
し
か
し
キ
リ
ス
ト
教
全
体
の
な
か
で
は
、
と
く

に
東
西
教
会
に
お
け
る
礼
拝
の
実
践
や
時
代
を
通
じ
て
の
そ
れ

ら
の
発
展
に
関
し
て
い
え
ば
、
ミ
ト
ラ
教
や
東
方
の
諸
宗
派
の

影
響
は
見
ら
れ
な
い
。

　

エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
の
否
定
神
学
に
と
っ
て
、
デ
ィ
オ
ニ
ュ
シ
オ

ス
の
思
想
が
重
要
で
あ
る
こ
と
は
疑
う
余
地
は
な
い
。
デ
ィ
オ

ニ
ュ
シ
オ
ス
は
古
代
後
期
の
著
者
か
ら
も
っ
と
も
頻
繁
に
引
用

し
て
い
る
思
想
家
の
ひ
と
り
で
あ
る
し
、
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
は
デ
ィ

オ
ニ
ュ
シ
オ
ス
の
神
秘
神
学
の
う
え
に
自
ら
の
解
釈
を
全
面
的

に
打
ち
立
て
て
い
る
。
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
に
と
っ
て
プ
ロ
テ
ィ
ノ

ス
が
参
考
に
な
っ
た
の
は
、
キ
リ
ス
ト
教
神
秘
主
義
に
お
け
る

否
定
神
学
と
ネ
オ
プ
ラ
ト
ニ
ズ
ム
に
お
け
る
否
定
神
学
と
の
間
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に
境
界
線
を
引
い
た
と
い
う
こ
と
に
す
ぎ
な
い
。
も
し
そ
う
で

な
い
な
ら
ば
、
編
集
さ
れ
た
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
の
作
品
の
な
か
に

プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
の
エ
ク
ス
タ
シ
ー
の
思
想
が
残
っ
て
い
る
は
ず

で
あ
る
。
と
い
う
の
も
エ
ク
ス
タ
シ
ー
の
思
想
は
完
全
な
る
無

か
ら
解
放
さ
れ
る
こ
と
、
真
理
の
充
実
し
た
知
へ
か
、
も
し
く

は
知
の
完
全
な
る
放
棄
へ
導
く
解
放
を
前
提
に
し
て
い
る
か
ら

で
あ
る
。13　

否
定
神
学
と
ニ
ル
ヴ
ァ
ー
ナ

　

本
質
へ
と
い
た
る
ネ
オ
プ
ラ
ト
ニ
ズ
ム
の
絶
対
者
は
仏
教
の

ニ
ル
ヴ
ァ
ー
ナ
と
同
じ
よ
う
に
言
語
を
絶
し
て
い
る
。
こ
の
こ

と
が
パ
ラ
マ
ス
の
思
想
に
も
っ
と
も
明
確
に
な
る
正
教
会
の
伝

統
に
お
い
て
は
、
神
の
エ
ネ
ル
ゲ
イ
ア
と
い
う
方
法
を
除
い
て

は
原
則
と
し
て
神
の
本
質
に
は
到
達
で
き
な
い
。
デ
ィ
オ
ニ
ュ

シ
オ
ス
に
お
い
て
否
定
神
学
は
真
正
な
る
信
仰
に
よ
っ
て
人
々

を
強
め
る
た
め
に
は
必
要
で
あ
り
、
そ
れ
は
東
方
の
宗
教
に
お

い
て
自
由
と
ニ
ル
ヴ
ァ
ー
ナ
を
求
め
て
修
行
す
る
こ
と
か
ら

人
々
を
解
放
さ
せ
る
か
ら
で
あ
る
。
一
つ
の
ケ
ー
ス
と
し
て
は
、

実
存
的
に
は
信
仰
と
非
合
理
的
な
も
の
に
到
達
す
る
こ
と
が
必

要
と
な
る
。
非
合
理
的
な
も
の
は
﹁
絶
対
者
に
お
け
る
対
立
の

一
致
﹂
と
い
う
概
念
で
は
表
現
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
れ

は
し
か
し
、
象
徴
神
学
と
教
会
の
サ
ク
ラ
メ
ン
ト
と
い
う
方
法

で
表
現
可
能
に
な
る
。
こ
の
こ
と
は
中
世
を
通
じ
て
も
変
わ
る

こ
と
は
な
か
っ
た
し
、
今
日
に
お
い
て
も
信
仰
者
の
世
界
観
の

土
台
に
な
っ
て
い
る
。

　

結
論
と
し
て
次
の
よ
う
に
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち

肯
定
神
学
は
デ
ィ
オ
ニ
ュ
シ
オ
ス
の
否
定
神
学
を
考
慮
し
、
そ

し
て
ヘ
ー
ゲ
ル
が
理
解
し
た
よ
う
な
弁
証
法
の
基
礎
の
う
え
に

否
定
・
肯
定
神
学
的
哲
学
方
法
を
加
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
道

徳
的
・
倫
理
的
規
範
と
同
様
に
教
会
の
制
度
と
位
階
を
肯
定
す

る
こ
と
な
の
で
あ
る
。

　

以
上
の
総
合
が
貢
献
す
る
こ
と
は
、
新
し
い
哲
学
的
・
宗
教

的
シ
ス
テ
ム
を
つ
く
り
あ
げ
る
こ
と
で
あ
り
、
新
し
い
世
界
観

を
形
成
す
る
こ
と
で
あ
る
。
デ
ィ
オ
ニ
ュ
シ
オ
ス
の
適
度
な
否

定
神
学
は
古
代
後
期
、
す
な
わ
ち
成
熟
し
た
神
学
へ
と
移
行
し

て
い
っ
た
時
期
に
お
い
て
、
革
命
的
な
役
割
を
果
た
し
た
。
西

方
に
お
け
る
宗
教
改
革
以
前
の
時
期
に
お
い
て
は
こ
う
し
た
役

割
は
、エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
の
教
説
が
果
た
し
た
の
で
あ
る
。
同
時
期
、
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す
な
わ
ち
14
世
紀
中
葉
に
お
い
て
、
パ
ラ
マ
ス
主
義
的
な
論
争

が
な
さ
れ
て
い
た
東
方
に
お
い
て
同
じ
役
割
を
演
じ
た
の
は
、

パ
ラ
マ
ス
の
ヘ
シ
ュ
カ
ス
ム
的
な
教
説
で
あ
っ
た
。

14　

エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
に
お
け
る

デ
ィ
オ
ニ
ュ
シ
オ
ス
思
想
の
受
容

　

エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
は
、
聖
な
る
三
位
一
体
の
キ
リ
ス
ト
教
的
概

念
を
︽
完
全
な
る
無
︾︵super-naught
）︵
神
性
と
い
う
ま
っ
た
く
言

語
化
で
き
な
い
思
想
）
へ
と
溶
解
さ
せ
よ
う
と
す
る
こ
と
で
、
デ
ィ

オ
ニ
ュ
シ
オ
ス
の
適
度
な
否
定
神
学
を
究
極
点
に
ま
で
も
た
ら

し
た
の
で
あ
る
。
人
間
が
絶
対
者
へ
と
到
達
す
る
道
に
関
す
る

合
理
的
で
し
か
も
神
秘
主
義
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
は
エ
ッ
ク
ハ
ル

ト
が
行
っ
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
エ
ク
ス
タ
シ
ー
に
よ
る

絶
対
者
と
の
合
一
が
選
ば
れ
た
賢
者
と
哲
学
者
に
よ
っ
て
の
み

到
達
で
き
る
と
い
う
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
の
思
想
と
は
一
線
を
画
し

て
い
る
。
仏
教
に
お
い
て
は
、
こ
の
よ
う
な
ア
ン
チ
ノ
ミ
ー
は
、

一
切
衆
生
の
目
的
と
し
て
の
ニ
ル
ヴ
ァ
ー
ナ
を
求
め
る
こ
と
、

そ
し
て
生
と
死
の
連
続
性
に
よ
っ
て
克
服
さ
れ
るろ
。

　

広
く
普
及
し
た
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
に
対
す
る
イ
メ
ー
ジ
、
す
な

わ
ち
三
位
一
体
と
し
て
の
神
の
観
念
を
非
人
格
的
神
性
へ
と
還

元
す
る
と
い
う
、
汎
神
論
者
ま
た
は
ネ
オ
プ
ラ
ト
ニ
ス
ト
と
し

て
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
を
見
な
す
イ
メ
ー
ジ
は
、
宗
教
改
革
の
先
駆

者
と
い
う
位
置
づ
け
だ
け
で
は
な
く
、
無
神
論
的
思
想
の
先
駆

者
と
い
う
位
置
づ
け
を
こ
の
哲
学
者
に
与
え
る
こ
と
に
な
っ
た
。

ニ
ー
チ
ェ
の
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
の
よ
う
な
ニ
ヒ
リ
ス
テ
ッ
ィ
ク
な
思

想
と
し
て
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
の
思
想
を
見
な
す
こ
と
も
可
能
で
あ

る
。︽
完
全
な
る
無
︾
に
よ
る
否
定
神
学
的
認
識
と
い
う
点
で
エ

ッ
ク
ハ
ル
ト
の
思
想
を
見
る
こ
と
は
、
現
代
の
実
存
主
義
の
先

駆
者
と
し
て
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
を
見
な
す
こ
と
に
も
な
ろ
う
。
同

時
に
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
の
︽
完
全
な
る
無
︾
を
ニ
ル
ヴ
ァ
ー
ナ
と

見
る
な
ら
ば
、
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
の
哲
学
を
仏
教
的
に
解
釈
す
る

こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
。

　

エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
の
説
教
と
論
考
に
見
ら
れ
る
否
定
神
学
的
ポ

イ
ン
ト
の
力
強
さ
は
、
後
に
な
っ
て
、
す
な
わ
ち
哲
学
史
的
文

脈
の
な
か
で
見
ら
れ
る
と
き
に
の
み
明
ら
か
と
な
る
さ
ら
に
多

く
の
解
釈
を
前
提
に
し
て
い
る
。
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
が
生
き
て
活

動
し
て
い
た
時
期
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
お
び
た
だ
し
い
数
の
宗

教
が
乱
立
し
て
い
た
時
期
で
あ
り
、
異
常
な
感
情
に
有
頂
天
と
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な
っ
て
い
る
修
道
女
の
集
団
や
、
巡
回
説
教
者
や
神
秘
主
義
者

が
跋
扈
し
て
い
た
時
期
で
あ
る
。
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
の
テ
キ
ス
ト

は
こ
の
時
代
の
産
物
で
あ
る
。
彼
ら
の
性
格
、
言
葉
、
思
想
が

大
衆
に
よ
っ
て
理
解
さ
れ
る
と
い
う
目
論
見
に
よ
っ
て
彼
ら
が

目
的
と
し
た
こ
と
は
、
そ
れ
ら
を
教
会
の
な
か
に
持
ち
込
む
こ

と
で
あ
り
、
神
秘
的
な
エ
ク
ス
タ
シ
ー
と
宗
教
的
な
精
神
異
常

者
を
社
会
的
に
認
め
さ
せ
る
こ
と
で
あ
る
。

15　

東
方
に
お
け
る
ヘ
シ
ュ
カ
ス
ム
の
普
及

　

こ
の
意
味
か
ら
い
え
ば
、
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
は
汎
神
論
者
で
は

な
く
、
西
方
教
会
の
伝
統
防
御
の
た
め
の
犠
牲
者
で
あ
っ
た
と

い
っ
て
も
間
違
い
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト

は
、
自
ら
の
思
想
を
さ
ら
に
発
展
さ
せ
る
こ
と
が
許
さ
れ
な
か

っ
た
の
で
あ
る
。
東
方
に
お
い
て
は
、
パ
ラ
マ
ス
の
名
誉
回
復

と
列
聖
は
、
ヘ
シ
ュ
カ
ス
ム
の
普
及
に
貢
献
し
た
だ
け
で
は
な

く
、
正
教
会
の
図
像
学
に
お
け
る
形
式
上
・
様
式
上
の
水
準
を

向
上
さ
せ
た
の
で
あ
る
。
ヘ
シ
ュ
カ
ス
ム
の
教
説
の
発
展
は
聖

人
の
生
活
の
全
範
囲
に
及
ぶ
形
式
と
教
義
的
・
図
像
学
的
思
想

の
発
展
を
刺
激
し
、
讃
美
歌
や
文
学
の
ジ
ャ
ン
ル
に
ま
で
そ
の

影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
。

　

ヘ
シ
ュ
カ
ス
ム
が
支
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
教
会
の
地
位
は
長

期
間
に
わ
た
っ
て
発
展
す
る
こ
と
に
な
り
、
そ
の
結
果
、
ヘ
シ

ュ
カ
ス
ム
が
バ
ル
カ
ン
の
ほ
か
の
地
域
、
と
く
に
タ
ル
ノ
ヴ
ォ

の
テ
オ
ド
シ
オ
ス
と
総
主
教
エ
ウ
チ
ミ
オ
ス
に
よ
っ
て
ブ
ル
ガ

リ
ア
へ
と
普
及
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
教
会

の
発
展
に
よ
っ
て
修
道
院
社
会
の
統
一
と
発
展
に
と
っ
て
は
好

都
合
な
効
果
が
も
た
ら
さ
れ
た
。
つ
ま
り
、
東
方
正
教
会
の
修

道
神
秘
主
義
が
パ
ラ
マ
ス
主
義
の
論
争
の
時
期
に
ア
ト
ス
山
に

確
実
に
根
を
下
ろ
し
、
今
日
の
ア
ト
ス
の
修
道
制
度
を
も
形
づ

く
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

ア
ト
ス
の
神
秘
主
義
は
修
道
士
の
日
常
生
活
と
密
接
に
関
係

し
て
お
り
、
た
え
ず
繰
り
返
さ
れ
る
転
換
に
よ
っ
て
特
色
づ
け

ら
れ
る
。
そ
の
転
換
と
は
す
な
わ
ち
、
言
葉
に
よ
る
祈
り
か
ら

言
葉
に
な
ら
な
い
祈
り
へ
、
祈
り
に
よ
る
観
想
へ
、
そ
し
て
見

神
︵visio D

ei

）
へ
、
さ
ら
に
は
パ
ラ
マ
ス
が
理
解
し
た
意
味
で

の
神
の
エ
ネ
ル
ゲ
イ
ア
に
よ
る
神
へ
の
接
近
へ
、
そ
し
て
ま
た

14
世
紀
後
半
ブ
ル
ガ
リ
ア
に
ヘ
シ
ュ
カ
ス
ム
が
流
布
し
採
り
入

れ
ら
れ
た
ち
ょ
う
ど
そ
の
と
き
に
中
世
ブ
ル
ガ
リ
ア
語
へ
翻
訳
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さ
れ
た
デ
ィ
オ
ニ
ュ
シ
オ
ス
の
論
考
に
お
い
て
知
ら
れ
て
い
る

﹁
光
に
充
ち
た
闇
﹂
へ
の
転
換
を
意
味
す
る
。

　

フ
ル
ナ
の
デ
ィ
オ
ニ
ュ
シ
オ
ス
の
ヘ
ル
ミ
ニ
ア
の
な
か
で
天

上
位
階
と
教
会
位
階
が
紹
介
さ
れ
、
神
の
知
と
い
う
テ
ー
マ
に

関
し
て
現
存
す
る
図
像
学
的
多
様
性
に
よ
っ
て
の
み
、
東
方
の

教
会
生
活
の
全
領
域
の
発
展
に
関
し
て
な
さ
れ
た
神
学
論
争
の

重
要
性
が
支
持
さ
れ
た
。
そ
の
反
対
に
、
同
時
期
、
西
方
に
お

い
て
は
同
一
の
テ
ー
マ
に
関
す
る
神
学
的
・
文
化
的
検
討
が
欠

如
し
て
い
た
。
こ
の
こ
と
が
西
方
の
神
学
と
文
明
が
広
い
範
囲

で
危
機
に
陥
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
に
反
映
し
て
い
る
。
同
時
に

神
の
知
と
い
う
テ
ー
マ
は
、
そ
れ
に
関
心
を
も
つ
者
を
14
世
紀

の
パ
ラ
マ
ス
主
義
論
争
の
中
心
へ
と
向
か
わ
せ
る
こ
と
に
な
っ

た
。
ち
ょ
う
ど
そ
の
と
き
は
、
聖
フ
ィ
ロ
テ
オ
ス
・
コ
ー
キ
ン
、

聖
カ
リ
ス
ト
ス
、
タ
ル
ノ
ヴ
ォ
の
エ
ウ
チ
ミ
オ
ス
と
い
っ
た
パ

ラ
マ
ス
の
追
随
者
た
ち
が
活
躍
し
て
い
た
時
期
で
あ
る
。
こ
の

テ
ー
マ
は
聖
ア
タ
ナ
シ
オ
ス
や
カ
ッ
パ
ド
キ
ア
の
教
父
た
ち
に

よ
っ
て
も
議
論
さ
れ
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

　

こ
う
し
た
問
題
が
考
慮
さ
れ
る
と
き
、
そ
の
背
景
と
専
門
知

識
が
必
要
と
さ
れ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
銘
記
さ
れ
る
べ

き
一
つ
は
、
数
世
紀
に
わ
た
っ
て
キ
リ
ス
ト
論
の
問
題
が
東
方

に
お
い
て
も
西
方
に
お
い
て
も
議
論
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
で
あ

る
。
そ
の
一
方
で
こ
の
テ
ー
マ
が
問
題
と
な
る
の
は
通
常
は
社

会
的
危
機
の
後
で
あ
る
か
、
そ
れ
と
も
Ｓ
・
ブ
ル
ガ
コ
フ
の
言

葉
を
借
り
れ
ば
、
マ
ル
キ
シ
ズ
ム
か
ら
イ
デ
ア
リ
ズ
ム
へ
の
転

換
、
そ
し
て
イ
デ
ア
リ
ズ
ム
か
ら
神
学
の
転
換
が
な
さ
れ
る
と

き
で
あ
る
。
こ
の
点
か
ら
い
え
ば
、
ブ
ル
ガ
リ
ア
の
教
会
神
学

的
領
域
や
哲
学
的
領
域
に
限
定
す
る
か
ぎ
り
、
こ
う
し
た
問
題

は
起
こ
っ
て
い
な
い
。

︵
小
見
出
し
は
訳
者
に
よ
る
）

注︵
1
）﹁
デ
ィ
オ
ニ
ュ
シ
オ
ス
・
ア
レ
オ
パ
ギ
テ
ー
ス
﹂
と
は
﹁
ア
テ

ナ
イ
の
最
高
法
院
の
議
員
デ
ィ
オ
ニ
ュ
シ
オ
ス
﹂
と
い
う
こ
と

を
意
味
す
る
。
彼
は
パ
ウ
ロ
に
よ
っ
て
キ
リ
ス
ト
教
に
入
信
し
、

そ
の
後
神
学
者
と
し
て
活
躍
し
、
そ
の
著
作
は
﹁
デ
ィ
オ
ニ
ュ

シ
オ
ス
文
書
﹂
と
い
わ
れ
た
。
し
か
し
20
世
紀
に
な
っ
て
、
こ

の
文
書
が
書
か
れ
た
の
は
６
世
紀
ご
ろ
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か

と
な
り
、
そ
の
た
め
に
こ
の
文
書
の
著
者
は
︽
擬
デ
ィ
オ
ニ
ュ
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シ
オ
ス
︾
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

︵
2
）Patrologia G

raeca, tom
us III

︵=PG
., t. 3 :

﹃
ギ
リ
シ
ア
教
父

全
集
﹄
第
３
巻
）
所
収
。

　
　

 
な
お
、
本
書
に
は
以
下
の
日
本
語
訳
が
あ
る
。

　
　

 
今
義
博
訳
﹃
天
上
位
階
論
﹄︵
上
智
大
学
中
世
思
想
研
究
所
編

﹃
中
世
思
想
原
典
集
成
３
﹄
所
収
）。

︵
3
）PG

., t. 3 . 

︵
4
）PG

., t. 3 . 
こ
の
著
作
に
関
し
て
は
以
下
の
文
献
を
参
照
。

　
　

 K
apriev, G

. B
em

erkungen über den K
om

m
entar des Thom

as 
von A

quin zu ‘D
e D

ivinis N
om

inibus’ des D
ionysius 

Pseudo-A
reopagita, liber IV

, lectio 1. – A
rchiv für 

m
ittelalterliche Philosophie und K

ultur, H
eft 3, Sofia 1996, 

20-32.

　
　

 

な
お
、
本
書
に
は
以
下
の
日
本
語
訳
が
あ
る
。

　
　

 

熊
田
陽
一
郎
訳
﹃
神
名
論
﹄︵﹃
キ
リ
ス
ト
教
神
秘
主
義
著
作
集 

第
１
巻
﹄
所
収
）。

︵
5
）PG

., t. 3 . 

な
お
、
本
書
に
は
以
下
の
日
本
語
訳
が
あ
る
。

　
　

 

熊
田
陽
一
郎
訳
﹃
神
秘
神
学
﹄︵﹃
キ
リ
ス
ト
教
神
秘
主
義
著
作

集 

第
１
巻
﹄
所
収
）。

　
　

 

今
義
博
訳
﹃
神
秘
神
学
﹄︵
上
智
大
学
中
世
思
想
研
究
所
編
﹃
中

世
思
想
原
典
集
成
３
﹄
所
収
）。

︵
6
）PG

., t. 3 . 

本
書
は
11
の
書
簡
よ
り
構
成
さ
れ
て
い
る
が
、
11
通

目
の
書
簡
は
別
の
著
者
に
よ
っ
て
作
製
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら

れ
て
い
る
。
第
１
か
ら
第
４
書
簡
ま
で
は
修
道
士
ガ
イ
オ
ス
、

第
５
書
簡
は
助
祭
ド
ロ
テ
オ
ス
、
第
６
書
簡
は
司
祭
ソ
バ
ト
ロ

ス
、
第
７
書
簡
は
司
教
ポ
リ
ュ
カ
ル
ポ
ス
、
第
８
書
簡
は
修
道

士
デ
モ
フ
ィ
ロ
ス
、
第
９
書
簡
は
司
教
テ
ィ
ト
ス
に
送
ら
れ
て

い
る
。
第
10
書
簡
は
、
神
学
者
、
使
徒
、
福
音
書
記
者
で
あ
り
、

パ
ト
モ
ス
島
に
追
放
さ
れ
た
ヨ
ハ
ネ
宛
に
な
っ
て
い
る
。

　
　

 

な
お
、
本
書
に
は
以
下
の
日
本
語
訳
が
あ
る
。

　
　

 

今
義
博
訳
﹃
書
簡
集
﹄︵
上
智
大
学
中
世
思
想
研
究
所
編
﹃
中

世
思
想
原
典
集
成
３
﹄
所
収
）。

︵
7
）
単
性
論
と
は
、
キ
リ
ス
ト
の
本
性
︵natura

）
が
神
性
︵natura 

divina

）
の
一
つ
の
み
で
あ
る
と
主
張
す
る
立
場
を
指
す
。
し

か
し
、
４
５
１
年
に
開
か
れ
た
カ
ル
ケ
ド
ン
公
会
議
に
お
い
て

は
、
キ
リ
ス
ト
に
神
性
の
ほ
か
に
人
性
︵natura hum

ana

）
を

認
め
る
両
性
論
が
正
統
と
し
て
採
択
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
単

性
論
は
異
端
と
さ
れ
た
。
な
お
、
穏
健
な
単
性
論
者
の
代
表
者

は
ア
ン
テ
ィ
オ
キ
ア
総
主
教
の
セ
ウ
ェ
ロ
ス
で
あ
る
。

︵
8
）Schw

artz, E
. A

cta conciliorum
 oecum

enicorum
, t. 4 . 

Strassburg, 1914 , 167 -184 .

︵
9
）C

orpus D
ionysiacum

 A
reopagitieum

: Sancti M
axim

i 
C

om
m

entaria in sancti D
ionysii A

reopagitae opera. PG
, t. 4 , 

col. 29 -588 .

　
　

 

な
お
、
こ
れ
ら
２
人
の
教
父
の
註
解
は
ビ
ザ
ン
テ
ィ
ン
の
写
本

師
に
よ
っ
て
転
写
さ
れ
た
多
く
の
も
の
に
混
入
し
て
い
る
。
ス

キ
ュ
ト
ポ
リ
ス
の
ヨ
ハ
ネ
の
註
解
は
シ
リ
ア
語
の
翻
訳
に
よ
っ

て
部
分
的
に
証
明
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
関
し
て
は
以
下
の
も

の
を
参
照
。

　
　

 B
althasar, H

. D
as Scholienw

erk des Johannes von 
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Scythopolis. – Scholastik, B
d. 15 , 1940 , 16 -38 ; D

ie 
sogenannten M

axim
us Scholien des C

orpus D
ionysiacum

 
A

reopagitieum
. – N

achrichten der A
kadem

ie der 
W

issenschaften in G
öttingen I. Philosophisch-historische 

K
lasse, 3 /1980 , 33 -66 .

︵
10
）﹃
神
秘
神
学
﹄
第
１
章
第
１
節
９
９
７
Ａ
︲
Ｂ
、
今
義
博
訳
﹃
中

世
思
想
原
典
集
成
３
﹄
４
４
７
︲
４
４
９
頁
。

︵
11
）﹃
神
秘
神
学
﹄
第
１
章
第
１
節
１
０
０
０
Ｃ
、
今
義
博
訳
﹃
中

世
思
想
原
典
集
成
３
﹄
４
５
０
頁
。

︵
12
）﹃
神
秘
神
学
﹄
第
１
章
第
１
節
１
０
０
０
Ｃ
︲
Ｄ
、
今
義
博
訳

﹃
中
世
思
想
原
典
集
成
３
﹄
４
５
０
︲
４
５
１
頁
。

︵
13
）
東
方
教
会
に
伝
え
ら
れ
て
い
る
神
秘
主
義
的
な
霊
性
運
動
を
指

し
、﹁
静
寂
主
義
﹂
と
訳
さ
れ
る
。
こ
の
霊
的
修
行
を
す
る
隠

修
者
を
ヘ
シ
ュ
カ
ス
ト
と
い
い
、
彼
ら
が
獲
得
す
る
心
的
境
地

が
ヘ
ー
シ
ュ
キ
ア(ήσυχία)

で
あ
る
。

︵
14
）
こ
の
図
像
学
に
関
す
る
詳
細
は
次
の
も
の
を
参
照
。Ivanov, E. 

Sophia – die W
eisheit G

ottes in der Theologie und K
unst. – 

B
ulgarien in H

im
m

erod. B
ulgarische B

ibliothek, B
d. 13 . 

M
ünchen 2008 , 106 -119 .

︵
15
）
モ
ノ
グ
ラ
ム
と
は
イ
ニ
シ
ャ
ル
や
文
字
が
組
み
合
わ
さ
れ
た
記

号
の
こ
と
で
、
キ
リ
ス
ト
を
象
徴
す
る
モ
ノ
グ
ラ
ム
は
、

で
あ
る
。
こ
れ
は
﹁
キ
リ
ス
ト
﹂
の
ギ
リ
シ
ア
語
表
示
で
あ
る

Χ
ΡΙΣΤ

Ο
Σ

︵C
H

R
ISTO

S

）
の
最
初
の
文
字X

P

か
ら
で
き
て

い
る
。

︵
16
）
半
円
形
の
天
井
を
と
も
な
い
張
り
出
し
た
聖
堂
の
一
部
。

︵
17
）
こ
の
モ
ニ
ュ
メ
ン
ト
の
神
学
的
解
釈
に
つ
い
て
は
次
の
も
の
を

参
照
。Ivanov, E. Pravoslavieto sreshtu gotskoto arianstvo 

prez 6  vek, spored istoriceski i arheologiceski svidetelstva 
(H

abil.), Sofia 2009 , 73 -76 , 88 , 97 .

︵
18
）G

aridis, M
. Etudes sur le Jugem

ent D
ernier post-byzantin du 

X
Ve à la fin du X

IX
e siècle.

︵
19
）
こ
の
こ
と
に
関
し
て
は
次
の
も
の
を
参
照
。Ivanov, E

. 
A

pokalypsedarstellungen in der n achbyzantinischen K
unst. 

– D
as M

ünster, 3 , 2002 , 208 -217 .

︵
20
）D

isputatio cum
 Pyrrho (PG

, t. 91 , col. 287 -362 )

︵
21
）M

ystagogia (PG
, t. 91 , col. 657 -718 )

︵
22
）D

e variis dificilibus locis (PG
, t. 91 , col. 1031 -1418 )

︵
23
）C

oncillium
 Q

uinisextum
, canon 82 , M

ansi, t. 11 , p. 977 -980 . 

な
お
、
こ
の
こ
と
に
関
し
て
は
次
の
も
の
を
参
照
。Ivanov, E. 

Istorko - dogm
aticeski osnovania za pravoslavnata ikona. – 

B
ogoslovski razm

isli, sbornik. Sofia 2005 , 98 -111 .

︵
24
）Basilius M

agnus, D
e Spiritu Sancto, 18 , 45 ; PG

 t. 32 , col. 149 .

︵
25
）  Expositio et declaratio fidei. PG

, t. 94 , col. 1245  A
-C

. 

な
お
、

こ
れ
に
関
し
て
は
次
の
も
の
を
参
照
。G

eischer, H
. (edit.). 

D
er byzantinische B

ilderstreit. Texte zur K
irchen- und 

Theologiegeschichte, H
eft 9 . G

ütersloh, 1968 , 24  (1 . R
ede, 

16 , 24 -25 ).

︵
26
）﹃
神
秘
神
学
﹄
第
１
章
第
１
節
９
９
７
Ｂ
、
今
義
博
訳
。﹃
中
世

思
想
原
典
集
成
３
﹄
４
４
８
頁
。

︵
27
）
１
２
９
６
年
に
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ノ
ー
プ
ル
に
生
ま
れ
、
両
親
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が
皇
帝
ア
ン
ド
ロ
ニ
コ
ス
二
世
バ
ラ
イ
オ
ロ
ゴ
ス
に
仕
え
て
い

た
関
係
で
、
宮
廷
の
な
か
で
教
育
を
受
け
た
。
20
歳
の
頃
、
彼

は
修
道
生
活
に
入
り
、
父
の
死
後
、
兄
弟
と
と
も
に
ア
ト
ス
山

で
20
年
間
、
ヘ
シ
ュ
カ
ス
ム
の
実
践
に
励
ん
だ
。
ア
ト
ス
山
は

ギ
リ
シ
ア
北
部
に
あ
る
ハ
ル
キ
デ
ィ
キ
半
島
に
位
置
す
る
標
高

２
０
３
３
メ
ー
ト
ル
の
山
で
、﹁
聖
山
ア
ト
ス
﹂
と
呼
ば
れ
て

い
る
。
９
世
紀
頃
か
ら
修
道
者
が
共
同
生
活
を
営
む
よ
う
に
な

り
、
９
６
３
年
に
ア
タ
ナ
シ
オ
ス
が
建
て
た
大
ラ
ウ
ラ
修
道
院

を
中
心
と
し
て
多
く
の
修
道
者
を
集
め
、
今
日
に
お
い
て
も
東

方
正
教
会
の
﹁
聖
山
﹂
で
あ
る
。
パ
ラ
マ
ス
は
１
３
２
６
年
に

叙
階
さ
れ
司
祭
と
な
り
、
47
年
に
は
テ
サ
ロ
ニ
ケ
の
大
主
教
と

な
る
。
彼
の
生
涯
の
う
ち
で
彼
の
名
を
有
名
に
し
た
の
は
、
後

述
す
る
が
、
バ
ル
ラ
ア
ム
と
の
い
わ
ゆ
る
﹁
ヘ
シ
ュ
カ
ス
ト
論

争
﹂
で
あ
る
。
そ
の
さ
い
彼
が
著
し
た
﹃
聖
な
る
ヘ
シ
ュ
カ
ス

ト
の
た
め
の
弁
護
﹄
が
主
著
と
な
っ
た
。
な
お
、
パ
ラ
マ
ス
研

究
は
メ
イ
エ
ン
ド
ル
フ
︵John M

eyendorff
／1926

︲1992

）

を
中
心
と
し
て
な
さ
れ
て
き
た
が
、
日
本
に
お
け
る
本
格
的
研

究
を
推
進
し
て
い
る
の
は
大
森
正
樹
で
あ
る
。
大
森
が
著
し
た

﹃
エ
ネ
ル
ゲ
イ
ア
と
光
の
神
学
│
グ
レ
ゴ
リ
オ
ス
・
パ
ラ
マ
ス

研
究
│
﹄︹
２
０
０
０
年
、
創
文
社
︺
は
日
本
で
は
じ
め
て
刊

行
さ
れ
た
パ
ラ
マ
ス
研
究
の
モ
ノ
グ
ラ
フ
ィ
ー
で
あ
る
。
訳
者

は
こ
の
書
か
ら
多
く
の
示
唆
を
受
け
た
。

︵
28
）﹃
神
秘
神
学
﹄
第
１
章
第
１
節
１
０
０
０
Ａ
、
今
義
博
訳
。﹃
中

世
思
想
原
典
集
成
３
﹄
４
４
９
頁
。

︵
29
）﹃
神
秘
神
学
﹄
第
２
章
第
１
節
１
０
２
５
Ａ
︲
Ｂ
、
今
義
博
訳
。

﹃
中
世
思
想
原
典
集
成
３
﹄
４
５
１
︲
４
５
２
頁
。

︵
30
）
哲
学
史
的
観
点
か
ら
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
は
さ
ま
ざ
ま
な
仕
方
で
、

た
と
え
ば
汎
神
論
的
ネ
オ
プ
ラ
ト
ニ
ス
ト
、
宗
教
改
革
の
先
駆

者
、
神
秘
哲
学
的
否
定
神
学
者
、
デ
ィ
オ
ニ
ュ
シ
オ
ス
文
書
解

釈
の
達
人
と
し
て
紹
介
さ
れ
て
き
た
。
ロ
シ
ア
の
宗
教
思
想
家

が
西
方
の
こ
の
主
題
に
関
し
て
関
心
を
も
っ
た
の
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
東
方
に
お
い
て
は
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
に
か
か
わ
る
研
究
は

継
続
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
関
心
や
著
作
は
散
発
的
で
あ
る
。
ロ

シ
ア
の
史
料
編
纂
の
観
点
か
ら
い
え
ば
、
比
較
的
初
期
の
翻
訳

が
あ
り
、
最
近
の
も
の
で
は
次
の
も
の
を
参
照
。К

а rpizkij, N
. 

Ekhart – put apofaticeskogo sam
opoznanija, То m

sk 1997 ; 
Lossev, А

. Filosofija im
eni, M

oskw
a 1990 ; B

ulgakov, S. 
Svet nevecernij, M

oskw
a 1994 ; Toporov, V. M

ejster Ekhart, 
hudoznik areopagiticeskogo nasledstvo. – Paleobalkanistika. 
Sbornik naucnijh trodov, M

oskw
a 1989 ; Ekhart M

aster. 
Izbrannije propovedi i traktatij. N

.O
. G

ucinskoj, St 
Peterbourg 2011 .

︵
31
）D

enifle, H
. M

eister Eckharts lateinische Schrieften und die 
G

rundanschauung seiner Lehre. – Archiv für Literatur- und 
K

irchengechichte des M
ittelalters, B

d. 2 , 1886 , 417 -615 .

︵
32
）K

arrer, O
. M

eister Eckhart. D
as System

 seiner religiösen 
Lehre und Lebensw

eisheit. M
ünchen, 1926 .

︵
33
）Ebeling, H

. M
eister Eckharts M

ystik. Stuttgart, 1941 , 344 .
︵
34
）R

uh, K
. M

eister Eckhart. M
ünchen, 1985 .

︵
35
）
こ
の
こ
と
に
関
し
て
は
次
の
も
の
を
参
照
。B

oiadjiev, T. D
as 
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Lichtproblem
 im

 K
om

m
entar des heiligen Thom

as von 
A

quin in D
ionysius D

e divinis nom
inibus (cap. IV, lect. 4 ). – 

Archiv für m
ittelalterliche Philosophie und K

ultur, H
eft 3 , 

Sofia 1996 , 33 -53 .

︵
36
）
タ
ボ
ル
山
に
お
い
て
イ
エ
ス
の
姿
が
変
わ
っ
た
こ
と
を
意
味
す

る
。
聖
書
に
よ
れ
ば
、
そ
の
顔
は
太
陽
の
よ
う
に
輝
き
、
そ
の

服
は
光
の
よ
う
に
白
く
な
っ
た
、
と
伝
え
て
い
る
。
な
お
、
こ

の
こ
と
に
関
し
て
は
次
の
も
の
を
参
照
。

　
　

 

山
崎
達
也
、﹁
東
方
キ
リ
ス
ト
教
と
仏
教
│
神
化
と
ニ
ル
ヴ
ァ
ー

ナ
│
﹂、﹃
東
洋
学
術
研
究
﹄
第
45
巻
第
２
号
、
２
０
０
７
年
、

９
４
︲
１
１
６
頁
。

︵
37
）M

eyendorff, J. Introduction a l’etude de G
regoire Palam

as. 
Paris, 1959 , 147 .

︵
38
）Ikonen, U

rsprung und Bedeutung. Velm
ans, T. (H

rsg.). 
Stuttgart, 2002 , A

bb. 125  (1 52 -153 ).

︵
39
）
東
方
教
会
に
み
ら
れ
る
聖
所
と
中
堂
と
の
間
に
あ
る
壁
。

︵
40
）Ibid., A

bb. 133 , 134  (161 , 163 ).

︵
41
）G

rozdanov, C. Zivopisot na O
hridskata arhiepiskopia, Studii. 

Skopje 2007 , 421 .

︵
42
）Ibid., 422 .

︵
43
）
Ｓ
・
ブ
ル
ガ
コ
フ
は
正
教
会
の
観
点
か
ら
、
仏
教
と
エ
ッ
ク
ハ

ル
ト
の
理
性
的
・
神
秘
主
義
的
認
識
に
対
し
て
、
ニ
ル
ヴ
ァ
ー

ナ
を
通
し
て
神
性
に
到
達
す
る
力
を
要
求
す
る
も
の
で
あ
る
と

し
て
批
判
し
て
い
る
。
キ
リ
ス
ト
教
か
ら
の
仏
教
批
判
に
お
い

て
も
否
定
神
学
的
論
証
が
使
わ
れ
る
こ
と
は
興
味
深
い
こ
と
で

あ
る
。

︵Em
il Ivanov

／
ソ
フ
ィ
ア
大
学
神
学
部
准
教
授
）

︵
訳
・
や
ま
ざ
き　

た
つ
や
／
東
洋
哲
学
研
究
所
研
究
員
）


