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神
学
的
観
点
か
ら
の
全
体
論
的
治
癒

　

─
現
代
社
会
に
お
け
る
パ
ラ
ダ
イ
ム
転
換

─

　
　
　
　
　
健
康
へ
の
道
と
し
て
の
「
尊
厳
・
価
値
・
内
面
的
完
成
」
の
再
発
見

エ
ル
マ
ー
ル
・
ク
ー
ン

山
崎
達
也　

訳

Ⅰ　

パ
ラ
ダ
イ
ム
転
換

　

二
十
一
世
紀
の
﹁
第
二
の
十
年
﹂
に
入
っ
て
わ
ず
か
二
年
と

数
か
月
し
か
経
っ
て
い
ま
せ
ん
が
、
第
二
次
世
界
大
戦
の
恐
怖

を
経
験
し
た
あ
と
で
絶
え
間
な
い
進
歩
と
そ
れ
に
伴
う
裕
福
な

生
活
に
慣
れ
て
し
ま
っ
た
私
た
ち
が
い
ま
産
業
社
会
に
お
い
て

直
面
し
て
い
る
こ
と
は
、
社
会
お
よ
び
経
済
の
基
本
的
構
造
が

崩
壊
し
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
か
と
い
う
切
迫
的
な
危
機
に
ほ

か
な
り
ま
せ
ん
。
財
政
危
機
、
経
済
危
機
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
危
機
、

気
候
変
動
、
価
値
喪
失
、
こ
れ
ら
は
あ
く
ま
で
現
状
を
表
示
し

て
い
る
キ
ー
ワ
ー
ド
の
一
部
に
す
ぎ
な
い
わ
け
で
す
が
、
し
か

し
グ
ロ
ー
バ
ル
社
会
を
全
体
と
し
て
み
て
も
、
私
た
ち
が
直
面

し
て
い
る
の
は
、
こ
れ
ま
で
け
っ
し
て
揺
ら
ぐ
こ
と
は
な
い
と

考
え
ら
れ
て
い
た
構
造
が
崩
壊
す
る
と
い
う
同
様
の
脅
迫
的
な

シ
ナ
リ
オ
な
の
で
あ
り
ま
す
。
差
し
迫
っ
た
水
の
危
機
、
配
分

競
争
、
イ
ス
ラ
ー
ム
過
激
派
の
復
活
、
九
割
に
及
ぶ
国
々
が
抱

え
る
苦
悩
、す
な
わ
ち
民
主
主
義
の
危
機
、
中
央
権
力
の
再
分
配
、

こ
れ
ら
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
れ
ま
で
変
わ
る
こ
と
が
な
い
と

考
え
ら
れ
て
い
た
あ
ら
ゆ
る
安
全
性
が
取
り
除
か
れ
よ
う
と
し

て
い
ま
す
。



56

　

し
か
し
、
以
上
の
こ
と
は
人
間
の
健
康
に
ど
の
よ
う
に
関
係

し
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。
人
間
と
は
環
境
の
一
部
で
あ
る
と

い
う
前
提
に
基
づ
い
て
言
え
ば
、
人
間
は
環
境
に
よ
っ
て
形
成

さ
れ
て
、
ま
た
環
境
を
自
ら
形
成
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。
し

た
が
っ
て
全
体
論
的
ア
プ
ロ
ー
チ
が
ま
す
ま
す
注
目
さ
れ
て
く

る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
と
こ
ろ
で
マ
ル
ク
ス
の
考
え
に
よ
れ
ば
、

個
人
と
し
て
の
人
間
は
単
に
孤
立
し
た
モ
ナ
ド
︵
単
子
︶
で
は
な

く
、
単
に
自
分
自
身
の
な
か
に
こ
も
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
た
め

に
、
環
境
か
ら
切
り
離
さ
れ
て
い
る
だ
け
な
の
で
あ
り
ま
す
。

　

言
葉
を
換
え
て
言
え
ば
、
生
き
る
シ
ス
テ
ム
と
し
て
の
人
間

が
環
境
に
依
存
し
、
環
境
と
相
互
に
作
用
し
合
い
、
こ
の
環
境

に
よ
っ
て
危
機
を
知
る
こ
と
に
な
れ
ば
、
個
人
と
し
て
の
人
間

は
、
こ
れ
ら
の
事
象
か
ら
生
じ
る
諸
結
果
に
関
わ
る
こ
と
に
な

る
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
し
て
実
際
、
現
代
の
産
業
国
す
べ
て

に
お
い
て
、
精
神
疾
患
だ
け
で
は
な
く
、
心
臓
の
血
管
疾
患
、

ア
レ
ル
ギ
ー
、
が
ん
の
発
生
率
が
急
速
に
伸
び
て
い
る
こ
と

が
明
ら
か
に
な
っ
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
栄
養
摂
取
、
自
然
、
運

動
、
労
働
環
境
、
家
族
そ
し
て
尊
重
と
い
っ
た
多
く
の
要
因

が
私
た
ち
の
健
康
と
幸
福
に
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
と
い
う
わ

け
で
す
。

　

こ
れ
ら
す
べ
て
の
こ
と
は
外
か
ら
私
た
ち
に
作
用
し
て
く
る

も
の
で
す
。
こ
の
こ
と
に
対
し
て
私
た
ち
は
、
な
す
術
が
な
い

こ
と
を
運
命
づ
け
ら
れ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。
そ
れ
と
も
、

こ
の
シ
ス
テ
ム
と
私
た
ち
自
身
の
生
活
を
形
作
る
こ
と
が
実
際

に
可
能
な
の
で
し
ょ
う
か
。

　

さ
て
個
人
と
し
て
の
人
間
が
シ
ス
テ
ム
全
体
に
影
響
を
及
ぼ

す
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
と
思
わ
れ
る
、
三
つ
の
領
域

に
つ
い
て
以
下
に
お
い
て
述
べ
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
が
、
た

だ
こ
れ
ら
の
項
目
に
つ
い
て
現
在
ど
の
よ
う
に
評
価
さ
れ
て
い

る
の
か
、
と
い
う
こ
と
に
関
し
て
は
、
こ
こ
で
は
言
及
し
な
い

こ
と
を
お
許
し
願
い
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

身
体
：
《
人
間
と
い
う
シ
ス
テ
ム
》
内
部
に
お
い
て
は
、
孤

立
し
た
部
分
は
存
在
し
て
い
ま
せ
ん
。
つ
ま
り
各
々
の
部
分
は
、

他
の
す
べ
て
の
部
分
に
影
響
し
相
互
に
関
連
し
合
っ
て
い
る
の

で
す
。
精
神
的
な
苦
悩
を
構
成
す
る
心
理
的
な
要
素
も
た
し
か

に
存
在
し
ま
す
が
、
し
か
し
情
緒
的
な
苦
痛
に
対
し
て
身
体
も

何
ら
か
の
反
応
を
示
し
ま
す
。
同
時
に
、
健
康
な
精
神
︵psychē

︶

は
身
体
の
治
癒
を
助
け
、
健
康
な
身
体
は
精
神
の
治
癒
を
助
け
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ま
す
。
こ
う
し
た
脈
絡
で
私
た
ち
は
こ
こ
で
、
使
徒
聖
パ
ウ
ロ

の
言
葉
を
文
字
通
り
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
と
思
い
ま
す
。
す

な
わ
ち
﹁
体
に
分
裂
が
起
こ
ら
ず
、
各
部
分
が
互
い
に
配
慮
し

合
っ
て
い
ま
す
。
一
つ
の
部
分
が
苦
し
め
ば
、
す
べ
て
の
部
分

が
共
に
苦
し
み
、
一
つ
の
部
分
が
尊
ば
れ
れ
ば
、
す
べ
て
の
部

分
が
共
に
喜
ぶ
の
で
す
﹂︵﹃
コ
リ
ン
ト
の
信
徒
へ
の
手
紙
１
﹄、
第
一

二
章
二
五
︲
二
六
節
︶。
つ
ま
り
私
た
ち
の
身
体
は
、
医
学
工
場
で

在
庫
さ
れ
て
い
る
ス
ペ
ア
部
品
で
修
理
さ
れ
る
単
な
る
機
械
で

は
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

知
力
：
価
値
を
顧
慮
す
る
こ
と
で
私
た
ち
は
、
私
た
ち
の
生

活
を
単
に
外
の
環
境
に
対
す
る
反
応
と
し
て
理
解
す
る
だ
け
で

は
な
く
、
創
造
的
な
方
法
︵
伝
統
、
支
援
、
安
全
性
、
創
造
性
︶
に

よ
っ
て
社
会
に
貢
献
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
。

　

魂
：
こ
れ
に
は
私
た
ち
の
生
活
で
は
理
解
す
る
こ
と
も
、
推

し
量
る
こ
と
も
、
数
え
上
げ
る
こ
と
も
で
き
な
い
す
べ
て
の
こ

と
が
含
ま
れ
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
魂
と
は
私
た
ち
の
精
神
の
総

称
で
あ
り
、
ま
た
私
た
ち
の
生
命
、
私
た
ち
の
自
己
︵
自
我
以
上

の
も
のあ
︶
を
超
え
た
す
べ
て
の
も
の
の
総
称
な
の
で
す
。
私
た
ち

は
、
人
間
と
し
て
の
尊
厳
を
意
識
的
に
受
け
入
れ
る
に
し
た
が

っ
て
、
よ
り
自
我
を
主
張
す
る
よ
う
に
な
る
の
で
は
な
く
、
か

え
っ
て
他
者
の
尊
厳
と
価
値
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な

り
ま
す
。
自
我
と
い
う
も
の
は
自
ら
を
証
明
す
る
た
め
に
《
汝
》い

か
ら
分
離
せ
ざ
る
を
え
な
い
も
の
な
の
で
す
。

　

そ
れ
で
は
、
治
癒
の
プ
ロ
セ
ス
に
関
す
る
人
間
本
性
の
こ
う

し
た
全
体
論
的
観
点
を
見
て
み
ま
し
ょ
う
。

Ⅱ
．
全
体
論
的
概
観

ａ
．
医
学
に
お
け
る
治
癒

　

医
学
に
お
け
る
治
癒
と
は
、
も
と
も
と
の
状
態
を
取
り
戻
す

こ
と
︵restitutio ad integrum

︶
に
よ
る
健
康
回
復
と
し
て
定
義
さ

れ
ま
す
。ｂ

．
精
神
療
法
に
お
け
る
治
癒

　

精
神
療
法
に
お
い
て
は
、
治
癒
は
情
緒
的
お
よ
び
心
の
健
康

の
回
復
に
関
わ
る
こ
と
で
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
一
方
で
、《
治
癒
》

と
い
う
語
は
、
人
格
や
行
動
の
構
造
に
密
接
に
関
係
し
て
い
ま

す
。
こ
こ
で
神
秘
主
義
の
伝
統
は
、《
魂
》︵
ラ
テ
ン
語
：anim

a

、

英
語
：soul

、
ド
イ
ツ
語
：Seele

︶
と
い
う
語
を
持
ち
出
し
て
き
ま



58

す
。
古
代
世
界
に
お
い
て
治
癒
を
意
味
す
る
古
典
語
の
術
語
、

た
と
え
ば
ギ
リ
シ
ア
語
のθεραπ

εία

︵
テ
ラ
ペ
イ
ア
：
奉
仕
・
治

癒
、
ラ
テ
ン
語
で
はcuratio; sanatio, salvatio, restitutio ad integrum

︶

は
、
概
念
を
新
し
く
作
り
定
義
す
る
場
合
に
は
依
然
と
し
て
影

響
力
を
も
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
点
で
治
癒
と
い
う
言
葉
は
中
世

と
い
う
時
代
に
関
わ
っ
て
き
ま
す
。
つ
ま
り
中
世
に
お
い
て
は
、

こ
の
言
葉
は
救
済
と
い
う
宗
教
的
・
神
学
的
意
味
を
含
ん
だ
事

象
で
あ
る
内
面
的
《
治
癒
》
を
意
味
し
て
い
た
わ
け
で
す
。
そ

れ
で
は
、
治
癒
に
関
す
る
神
学
的
な
問
題
に
つ
い
て
簡
単
に
述

べ
て
み
ま
し
ょ
う
。

ｃ
．
医
学
と
神
学

　

中
世
に
お
け
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
発
展
は
、
し
か
し
な
が
ら
結

果
と
し
て
医
学
と
宗
教
の
分
離
を
も
た
ら
し
ま
し
た
。
ド
イ
ツ

の
社
会
学
者
ニ
ク
ラ
ス
・
ル
ー
マ
ン
︵N

iklas Luhm
ann, 1927 -

199

う8︶
に
よ
れ
ば
、
私
た
ち
は
宗
教
と
医
学
を
二
つ
の
ま
っ
た
く

異
な
っ
た
シ
ス
テ
ム
と
し
て
、
す
な
わ
ち
超
越
的
な
も
の
あ
る

い
は
内
在
的
な
も
の
に
よ
っ
て
世
界
を
見
る
宗
教
と
、
健
康
あ

る
い
は
病
気
に
よ
っ
て
世
界
を
見
る
医
学
と
し
て
捉
え
る
こ
と

に
慣
れ
て
し
ま
っ
て
い
ま
す
。
人
間
性
に
対
し
て
固
有
の
理
解

を
競
い
合
う
、
こ
れ
ら
二
つ
の
シ
ス
テ
ム
の
不
一
致
を
回
避
す

る
た
め
に
、
現
代
社
会
は
安
易
な
妥
協
を
す
る
に
至
り
ま
し
た
。

す
な
わ
ち
、
神
学
は
身
体
か
ら
離
れ
、
魂
に
焦
点
を
絞
り
、
そ

れ
に
対
し
て
医
学
は
魂
を
断
念
し
、
身
体
に
集
中
す
べ
き
で
あ

る
、
と
い
う
こ
と
で
す
。
し
か
し
こ
の
妥
協
は
、
安
楽
死
と
遺

伝
子
工
学
に
つ
い
て
の
現
代
倫
理
の
議
論
や
、
あ
る
い
は
心
身

医
学
の
分
野
に
お
い
て
も
容
易
に
見
て
と
れ
る
よ
う
に
、
信
頼

さ
れ
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
し
、
そ
れ
は
現
在
に
お
い
て
も
同

様
な
の
で
す
。

　

こ
う
し
た
こ
と
の
結
果
は
、
今
日
の
進
歩
し
た
医
学
と
い
う

意
味
で
の
治
癒
に
身
体
的
・
精
神
的
側
面
と
と
も
に
社
会
的
側

面
︵
た
と
え
ば
生
物
心
理
社
会
モ
デ
ル
︶
が
含
ま
れ
て
い
る
と
い
う

事
実
に
表
わ
れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
な
が
ら
、
神
学
は
こ
の
新

し
い
考
え
に
何
も
貢
献
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ

ま
す
。

　

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
中
世
に
視
線
を
戻
し
て
み
る
と
、
身
体
の
健

康
、
情
緒
的
安
定
、
全
体
論
的
治
癒
が
根
本
的
に
お
互
い
に
つ

な
が
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
た
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と
え
ば
、《
魂
の
情
念
》︵passiones anim

ae

︶
と
い
う
概
念
は
神

学
の
側
面
と
医
学
的
心
理
学
と
い
う
二
つ
の
側
面
を
も
っ
て
い

ま
し
た
。
一
例
を
あ
げ
る
と
、
抑
う
つ
状
態
に
対
し
て
ト
マ
ス
・

ア
ク
ィ
ナ
ス
︵Thom

as de A
quino, ca. 1225 -127

え4︶
が
考
え
た
セ

ラ
ピ
ー
に
は
、
霊
的
助
言
、
祈
り
、
治
癒
効
果
の
あ
る
沐
浴
と

い
う
こ
と
が
含
ま
れ
て
い
ま
し
た
。
さ
ら
に
ス
コ
ラ
学
の
言
葉

を
以
て
言
え
ば
、
ア
ル
ベ
ル
ト
ゥ
ス
・
マ
グ
ヌ
ス
︵A

lbertus 

M
agnus, ca. 1193 -128

お0︶
の
﹃
人
間
論
﹄︵D

e hom
ine

︶
に
み
ら
れ

る
よ
う
に
、
哲
学
的
・
神
学
的
人
間
学
︵
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
魂
論
︶

は
医
学
的
人
間
学
︵
た
と
え
ば
ガ
レ
ノ
ス
︵G

alē nos, 129 -20

か0︶
の

生
気
論
︶
に
採
り
入
れ
ら
れ
ま
し
た
し
、
そ
の
逆
も
あ
り
ま
し
た
。

ｄ
．
治
癒
と
宗
教

①
キ
リ
ス
ト
教
に
お
い
て

ｉ
．
聖
書
的
理
解

　

旧
約
聖
書
の
な
か
で
預
言
者
イ
ザ
ヤ
は
、
救
世
主
が
罪
、
病

気
、
他
者
の
痛
み
を
自
ら
に
負
い
、
彼
の
傷
に
よ
っ
て
、
彼
ら

に
平
和
が
与
え
ら
れ
、
癒
さ
れ
る
こ
と
を
告
げ
て
い
ま
す
︵﹁
イ

ザ
ヤ
書
﹂
第
五
三
章
五
節
参
照
︶。
新
約
聖
書
は
、
こ
の
約
束
が
イ

エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
十
字
架
上
の
死
と
復
活
に
よ
っ
て
実
現
さ

れ
た
と
見
て
い
ま
す
。
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
自
身
は
さ
ま
ざ
ま

な
仕
方
で
多
く
の
奇
跡
を
起
こ
し
ま
し
た
。︵﹁
マ
タ
イ
に
よ
る
福

音
書
﹂
第
一
〇
章
八
節
、﹁
ル
カ
に
よ
る
福
音
書
﹂
第
九
章
一
︲
二
節
に

述
べ
ら
れ
て
い
る
イ
エ
ス
の
名
の
も
と
に
行
わ
れ
た
︶
癒
し
へ
の
派
遣

と
︵﹁
ヤ
コ
ブ
の
手
紙
﹂
第
五
章
一
三
︲
一
八
節
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
︶

塗
油
が
実
際
に
行
わ
れ
て
い
る
の
は
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
、
古
カ

ト
リ
ッ
ク
教
会
、
東
方
正
教
会
だ
け
で
は
な
く
、
と
り
わ
け
ペ

ン
テ
コ
ス
テ
運
動き
に
お
い
て
も
実
践
さ
れ
て
い
ま
す
。
新
約
聖

書
に
お
い
て
説
か
れ
て
い
る
治
癒
は
、﹁
あ
な
た
の
信
仰
が
あ
な

た
を
救
っ
た
﹂︵
た
と
え
ば
、﹁
マ
タ
イ
に
よ
る
福
音
書
﹂
第
九
章
二
二

節
、﹁
マ
ル
コ
に
よ
る
福
音
書
﹂
第
一
〇
章
五
二
節
、﹁
ル
カ
に
よ
る
福

音
書
﹂
第
一
七
章
一
九
節
︶
と
い
う
言
葉
に
簡
潔
に
表
現
さ
れ
て
い

ま
す
。
聖
書
は
、
身
体
と
魂
を
分
離
し
て
見
る
プ
ラ
ト
ン
的
二

元
論
と
は
反
対
の
全
体
論
的
見
方
を
と
っ
て
い
ま
す
。
つ
ま
り

イ
エ
ス
が
行
っ
た
治
癒
の
奇
跡
は
、
治
癒
を
精
神
的
な
も
の
と

身
体
的
な
も
の
と
に
分
け
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
す
。
イ

エ
ス
が
強
調
す
る
の
は
、
身
体
、
環
境
、
そ
し
て
神
と
の
関
係

に
お
け
る
人
間
全
体
の
健
康
と
治
癒
と
い
う
こ
と
な
の
で
す
。
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こ
の
点
に
関
し
て
は
、
私
の
恩
師
で
あ
る
オ
イ
ゲ
ン
・
ビ
ー
ザ
ー

︵Eugen B
iser, 1918

く-

︶
の
研
究
︵
と
り
わ
けTheologie als Therapie, 

D
er inw

endige Lehrer

︶
に
言
及
す
る
こ
と
を
お
許
し
願
い
た
い
と

思
い
ま
す
。

ⅱ
．
教
父
時
代
に
お
け
る
病
気
と
治
癒

　

奇
跡
を
用
い
て
病
気
を
治
癒
す
る
異
教
徒
と
の
論
争
を
経
て
、

と
く
に
最
初
の
四
世
紀
の
間
に
、
キ
リ
ス
ト
自
身
が
医
師
と
し

て
の
役
割
を
も
ち
、
私
た
ち
の
魂
を
治
癒
す
る
者
、
実
質
的
に

は
あ
ら
ゆ
る
治
癒
と
救
済
の
根
源
と
し
て
考
え
ら
れ
る
よ
う
に

な
り
ま
し
た
。
と
く
に
ア
ス
ク
レ
ー
ピ
オ
ス
︵A

sklē pio

けs

︶
的
な

伝
統
を
も
つ
治
癒
と
の
差
異
が
明
ら
か
に
な
っ
た
こ
と
は
、
神

学
が
も
つ
治
癒
的
能
力
を
発
展
さ
せ
る
た
め
の
重
要
な
ス
テ
ッ

プ
で
あ
り
ま
し
た
。
ニ
ュ
ッ
サ
の
グ
レ
ゴ
リ
オ
ス
︵G

regorius 

N
yssenus, ca. 335 -39

こ4︶
と
大
バ
シ
レ
イ
オ
ス
︵B

asilius C
aesarien-

sis, ca. 330 -37

さ9︶
は
、
キ
リ
ス
ト
が
正
真
正
銘
の
医
師
た
る
こ
と

を
兼
ね
備
え
た
救
済
者
で
あ
る
と
つ
ね
に
考
え
て
い
ま
し
たし
。

ⅲ
．
神
学
的
発
展

　

ス
コ
ラ
神
学
と
ア
ラ
ブ
の
伝
統
的
哲
学
思
想
と
の
、
ま
た
、

と
り
わ
け
ユ
ダ
ヤ
的
伝
統
に
根
ざ
し
た
さ
ま
ざ
ま
な
伝
承
と
の

密
接
な
交
流
の
結
果
と
し
て
、
神
学
と
医
学
と
が
深
い
つ
な
が

り
を
も
つ
黄
金
時
代
が
ア
ル
ベ
ル
ト
ゥ
ス
・
マ
グ
ヌ
ス
と
ト
マ

ス
・
ア
ク
ィ
ナ
ス
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し

た
。
そ
の
な
か
で
オ
リ
エ
ン
ト
の
医
師
と
神
学
者
の
な
か
で
も

っ
と
も
重
要
な
二
人
の
名
前
を
あ
げ
る
と
す
れ
ば
、
マ
イ
モ
ニ

デ
ス
︵M

oses M
aim

onides, 1135 -120

す4︶
と
ア
ヴ
ィ
セ
ン
ナ
︵Avi-

cenna, 980 -103

せ7︶
で
す
。
彼
ら
の
影
響
は
ト
マ
ス
・
ア
ク
ィ
ナ
ス

の
思
想
と
ス
コ
ラ
学
に
ま
で
及
び
、
そ
れ
に
よ
っ
て
身
体
、
心
、

精
神
に
対
す
る
全
体
論
的
ア
プ
ロ
ー
チ
の
さ
ら
な
る
興
隆
が
も

た
ら
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
す
。
し
か
し
、
ヒ
ュ
ー
マ
ニ

ズ
ム
と
宗
教
改
革
に
続
く
世
俗
化
の
始
ま
り
に
よ
っ
て
、
人
間

と
社
会
、
世
界
と
神
と
の
全
体
論
的
観
点
は
人
間
と
自
然
を
手

段
と
す
る
見
方
に
取
っ
て
代
わ
ら
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
す
。

②
仏
教
へ
の
関
わ
り

　

池
田
大
作
氏
の
著
作
︵
と
く
に
Ａ
・
ト
イ
ン
ビ
ー
と
の
対
談
﹃
二

十
一
世
紀
へ
の
対
話
﹄︶
と
そ
れ
に
先
立
つ
鈴
木
大だ
い

拙せ
つ

︵
１
８
７
０
～

１
９
６
６そ
︶
の
哲
学
研
究
お
よ
び
禅
仏
教
の
研
究
に
よ
っ
て
、
私

自
身
の
人
生
の
早
い
時
期
に
、
す
べ
て
の
も
の
の
一
性
に
関
す

る
日
本
の
伝
統
的
な
教
え
を
知
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
し
か
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し
こ
の
分
野
に
お
い
て
さ
ら
に
詳
細
に
探
究
し
、
な
に
か
を
見

つ
け
る
た
め
に
は
ま
だ
多
く
の
理
解
が
必
要
で
あ
る
と
思
っ
て

お
り
ま
す
し
、
そ
の
発
見
は
私
た
ち
の
文
化
を
そ
の
深
み
に
お

い
て
豊
か
に
し
、
や
が
て
は
現
代
世
界
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
転
換
を

可
能
に
さ
せ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

　

さ
て
こ
こ
で
、
仏
教
と
キ
リ
ス
ト
教
と
の
対
話
に
キ
リ
ス
ト

教
的
観
点
か
ら
提
供
さ
れ
る
と
思
わ
れ
る
い
く
つ
か
の
項
目
に

つ
い
て
述
べ
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

Ⅲ　

ペ
ル
ソ
ナた
的
ア
プ
ロ
ー
チ

　

神
の
ペ
ル
ソ
ナ
の
私
た
ち
へ
の
接
近
は
、
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス

ト
に
お
い
て
は
《
あ
な
た
》
と
し
て
で
す
が
、
同
時
に
三
位
一

体
の
《
わ
た
し
た
ち
》
と
し
て
も
現
わ
れ
て
き
ま
す
。
三
位
一

体
の
神
学
に
お
い
て
も
や
は
り
、
三
つ
の
個
々
の
ペ
ル
ソ
ナ
の

一
体
性
は
一
神
教
原
理
に
基
づ
い
て
い
ま
す
。
三
位
一
体
と
し

て
の
《
わ
た
し
た
ち
》
は
、
人
間
社
会
の
神
学
的
・
全
体
論
的

ア
プ
ロ
ー
チ
を
ア
ナ
ロ
ギ
アち
的
に
理
解
す
る
た
め
の
重
要
な
基

礎
を
わ
れ
わ
れ
に
与
え
て
く
れ
ま
す
。

　

人
間
と
神
と
が
祈
り
の
な
か
で
根
源
的
に
出
会
う
と
こ
ろ
で

人
間
は
神
の
《
あ
な
た
》
へ
と
引
き
込
ま
れ
、
同
時
に
す
べ
て

の
被
造
物
と
社
会
の
《
わ
た
し
た
ち
》
と
し
て
指
示
さ
れ
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
人
間
は
個
々
の
断
片
の
集
合
体
と
し

て
は
存
在
で
き
な
く
な
り
ま
す
。
こ
こ
に
き
て
人
間
は
自
分
自

身
を
神
の
似
像
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
り
ま
す
。

つ
ま
り
、
か
け
が
え
の
な
い
《
自
己
》
の
顕
現
に
お
い
て
は
《
わ

た
し
》
と
し
て
理
解
さ
れ
、
他
者
に
対
し
て
は
《
あ
な
た
》
と

し
て
、
全
体
性
へ
と
向
か
う
さ
い
に
は
《
わ
た
し
た
ち
》
と
し

て
理
解
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
し
た
が
っ
て
キ
リ
ス
ト
教

徒
は
、
も
し
彼
が
信
仰
の
道
に
従
っ
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
つ

ね
に
全
一
的
に
造
ら
れ
た
存
在
で
あ
り
神
へ
と
開
か
れ
て
い
る

も
の
と
し
て
自
己
を
理
解
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
ま
す
。
つ
ま

り
、
身
体
を
心
と
魂
か
ら
分
離
し
た
も
の
と
す
る
こ
と
、
す
な

わ
ち
身
体
を
一
様
な
臓
器
へ
と
還
元
す
る
こ
と
は
こ
の
信
仰
に

反
す
る
こ
と
に
な
る
わ
け
で
す
。

　

結
果
と
し
て
、《
救
世
主
》︵
医
師
と
し
て
の
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
︶

と
い
う
シ
ス
テ
ム
神
学
的
概
念
、
す
な
わ
ち
《
健
康
＝
全
体
性
》

︵
救
済
的
出
来
事
の
完
成
︶
を
人
間
に
も
た
ら
す
こ
と
が
で
き
る
者

は
神
学
的
理
解
か
ら
生
ず
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
こ
れ
は
、
福
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音
書
に
書
か
れ
て
い
る
治
癒
に
関
す
る
す
べ
て
の
記
事
か
ら
私

た
ち
に
語
り
か
け
て
く
る
メ
ッ
セ
ー
ジ
で
す
。
つ
ま
り
こ
れ
は
、

個
人
の
レ
ベ
ル
、
グ
ロ
ー
バ
ル
的
レ
ベ
ル
そ
し
て
宇
宙
的
レ
ベ

ル
に
お
い
て
私
た
ち
の
分
裂
し
て
し
ま
っ
た
存
在
を
超
越
し
、

全
体
と
し
て
健
康
に
な
っ
て
い
く
と
い
う
過
程
の
問
題
な
の
で

す
。
し
た
が
っ
て
治
癒
は
全
体
論
的
な
概
念
と
し
て
理
解
さ
れ

な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
す
な
わ
ち
治
癒
は
、
単
に
医
学
的
な

《
原
状
回
復
》︵restitutio ad integrum

︶
と
い
う
意
味
で
の
《
治
療
》

︵sanare

︶
に
還
元
さ
れ
て
は
な
ら
ず
、
む
し
ろ
福
音
書
と
教
父
た

ち
の
神
学
の
教
示
も
包
括
す
る
《
気
づ
か
い
》︵curatio

︶
と
し
て

理
解
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
う
の
で
す
。

　

治
癒
へ
の
全
体
論
的
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、《
自
己
》
へ
の
旅
を
歩

ん
で
い
る
《
わ
た
し
》
を
取
り
囲
む
同
心
円
に
基
礎
づ
け
ら
れ

て
い
ま
す
。
こ
れ
は
、《
わ
た
し
》
と
《
あ
な
た
》
と
の
相
関
関

係
お
よ
び
《
わ
た
し
》
と
《
わ
た
し
た
ち
》
と
の
相
関
関
係
の

回
復
の
問
題
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
一
方
で
《
わ
た
し
た
ち
》
は

世
界
共
同
体
、
私
た
ち
の
惑
星
の
エ
コ
シ
ス
テ
ム
と
と
も
に
社

会
へ
の
関
わ
り
合
い
を
も
っ
て
い
ま
す
。
キ
リ
ス
ト
教
的
意
味

に
お
い
て
は
、
超
自
然
的
次
元
、
す
な
わ
ち
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス

ト
に
お
け
る
ペ
ル
ソ
ナ
と
し
て
の
神
と
い
う
こ
と
で
す
が
、
そ

れ
は
い
ま
述
べ
た
同
一
化
の
一
部
な
の
で
す
。

　

最
後
に
、
全
体
論
的
な
治
癒
の
諸
関
連
の
礎
石
と
し
て
三
つ

の
次
元
を
概
説
し
、
そ
れ
ら
三
つ
の
次
元
が
い
か
に
再
考
さ
れ
、

私
た
ち
の
社
会
に
新
た
に
建
設
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か

を
大
ま
か
に
述
べ
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

第
１
の
次
元
：
治
癒
と
正
義

　

治
癒
が
関
連
す
る
も
の
は
、
つ
ね
に
正
義
と
も
関
連
し
ま
す
。

こ
れ
は
法
的
記
述
の
問
題
で
は
な
く
、
む
し
ろ
《
一
つ
の
立
場

あ
る
い
は
一
人
の
人
に
対
し
て
正
義
を
行
う
》
と
い
う
問
題
で

す
。
こ
の
こ
と
を
理
解
す
る
の
に
重
要
な
こ
と
は
、
主
観
的
レ

ベ
ル
に
お
い
て
正
し
く
行
動
し
、
人
に
対
し
て
公
正
に
ふ
る
ま

う
こ
と
で
あ
り
、
外
部
か
ら
の
要
請
で
は
な
く
、
内
面
的
観
点

に
し
た
が
っ
て
、
ふ
る
ま
う
こ
と
で
す
。
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
が

こ
の
連
関
に
お
い
て
使
用
す
る
言
葉
は
《
内
面
的
領
域
》︵forum

 

internum

︶
で
す
が
、
そ
れ
は
人
々
が
神
と
の
つ
な
が
り
の
な
か

で
お
互
い
に
交
流
す
る
確
実
な
場
で
あ
り
、
不
安
を
抱
く
こ
と

な
く
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
し
関
係
を
結
ぶ
こ
と
に
基
づ
い
て
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い
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
《
内
面
的
領
域
》
は
し
た
が
っ
て
、
集

団
や
共
同
体
の
出
会
い
と
い
う
社
会
的
な
連
関
に
お
い
て
だ
け

で
な
く
、
二
人
の
人
間
同
士
の
個
人
的
関
係
に
と
っ
て
も
有
益

な
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
環
境
の
も
と

で
は
、
不
安
は
取
り
除
か
れ
、
お
互
い
に
尊
重
し
合
う
よ
う
に

な
り
、
他
者
に
自
由
行
動
の
余
地
を
認
め
る
と
い
う
こ
と
が
現

実
の
も
の
と
な
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

第
２
の
次
元
：
治
癒

ａ
．
個
人
に
関
し
て

　

こ
こ
で
の
問
題
は
、
人
間
が
何
を
持
ち
所
有
し
て
い
る
の
か

と
い
う
こ
と
だ
け
で
は
な
く
、
つ
ね
に
、
い
か
に
行
動
し
、
何

で
あ
り
う
る
の
か
と
い
う
こ
と
で
す
。
個
人
と
し
て
の
《
わ
た

し
》
に
関
わ
る
健
康
的
関
係
は
他
者
へ
と
関
わ
り
、
世
界
の
内

へ
入
り
こ
ん
で
い
く
と
い
う
治
癒
的
関
係
の
構
築
に
と
っ
て
は

不
可
欠
な
も
の
で
す
。
福
音
書
で
イ
エ
ス
は
私
た
ち
に
﹁
隣
人

を
自
分
の
よ
う
に
愛
し
な
さ
い
﹂︵﹁
マ
ル
コ
に
よ
る
福
音
書
﹂
第
十

二
章
三
十
一
節
︶
と
教
え
て
い
ま
す
が
、
イ
エ
ス
は
こ
こ
で
旧
約

聖
書
の
﹁
レ
ビ
記つ
﹂
に
記
さ
れ
て
い
る
掟
を
文
字
通
り
採
用
し

て
い
ま
す
。
ユ
ダ
ヤ
・
キ
リ
ス
ト
教
の
理
解
か
ら
す
れ
ば
、
こ

の
自
己
愛
は
じ
つ
は
あ
ら
ゆ
る
慈
善
行
為
に
向
か
っ
て
行
く
第

一
歩
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
さ
ま
ざ
ま
な
関
わ
り
合
い
の
な
か

に
参
入
し
て
い
く
真
の
能
力
を
発
展
さ
せ
る
第
一
歩
で
も
あ
り

ま
すて
。
こ
う
し
た
流
れ
の
な
か
で
《
自
己
》
と
《
自
我
》
と
の

差
異
に
注
目
し
そ
れ
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
、
仏
教
と
の
さ

ら
な
る
対
話
に
よ
っ
て
、
有
益
な
も
の
に
な
っ
て
い
く
の
で
は

な
い
か
と
思
え
ま
す
。《
自
己
》
と
《
自
我
》
と
の
差
異
を
明
ら

か
に
す
る
と
い
う
提
示
と
と
も
に
、
私
は
東
洋
哲
学
研
究
所
研

究
員
の
山
崎
達
也
氏
の
ア
プ
ロ
ー
チ
に
同
意
し
た
い
と
思
い
ま

す
。
彼
の
ア
プ
ロ
ー
チ
と
は
、か
れ
自
身
の
言
葉
で
表
現
す
る
と
、

﹁
愛
あ
る
い
は
慈
悲
に
つ
い
て
論
じ
る
と
き
に
不
可
欠
な
こ
と

は
、
真
の
自
己
と
は
何
か
と
問
う
こ
と
で
あ
ると
﹂
と
い
う
こ
と

で
す
。

ｂ
．
他
者
す
な
わ
ち
《
あ
な
た
》
と
の
関
連
の
な
か
で

　

ユ
ダ
ヤ
人
の
哲
学
者
マ
ル
テ
ィ
ン
・
ブ
ー
バ
ー
︵M

artin B
uber, 

1878 -196
な5︶
は
、
機
械
的
で
実
証
主
義
的
な
世
界
シ
ス
テ
ム
か
ら

聖
書
に
描
か
れ
て
い
る
創
造
的
な
出
会
い
、
す
な
わ
ち
分
裂
よ

り
も
協
力
に
根
差
し
た
出
会
い
へ
と
還
帰
す
る
決
定
的
な
方
法
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を
準
備
し
た
人
で
あ
り
ま
し
た
。
ブ
ー
バ
ー
は
次
の
よ
う
に
述

べ
て
い
ま
す
。﹁
は
じ
め
に
関
係
が
あ
る
。⋮
根
源
語
︵G

rundw
ort

︶

で
あ
る
我
︲
汝
︵Ich-D

u

︶
は
関
係
の
世
界
を
樹
立
す
る
。
⋮
私

は
汝
に
お
い
て
私
自
身
へ
と
到
る
。
我
に
な
る
こ
と
で
、
私
は

汝
と
呼
び
か
け
る
。
す
べ
て
の
現
実
的
な
生
命
は
出
会
い
な
の

で
あ
る
﹂︵﹃
我
と
汝
﹄
：
一
九
二
三
年
︶。
全
体
論
的
治
癒
関
係
の

シ
ス
テ
ム
の
見
地
か
ら
言
え
ば
、
我
と
汝
と
の
健
康
的
関
係
は

た
し
か
に
不
可
欠
な
も
の
で
す
。
他
者
が
部
外
者
と
し
て
否
定

的
に
遇
さ
れ
た
り
決
め
つ
け
ら
れ
た
り
し
な
い
と
こ
ろ
で
の
み
、

私
た
ち
は
治
癒
関
係
の
基
礎
を
築
く
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
。

ｃ
．
社
会
に
お
い
て

　
《
わ
た
し
た
ち
》
に
対
す
る
ブ
ー
バ
ー
の
判
断
が
有
効
で
あ
れ

ば
、
私
た
ち
は
ま
た
正
し
く
定
立
さ
れ
た
《
あ
な
た
》
の
う
え

に
わ
た
し
た
ち
の
社
会
と
す
べ
て
の
治
癒
力
を
構
築
し
、
そ
し

て
さ
ら
に
正
し
く
定
立
す
る
《
わ
た
し
》
の
う
え
に
《
あ
な
た
》

を
構
築
す
る
の
で
す
。
ブ
ー
バ
ー
は
次
の
よ
う
に
も
述
べ
て
い

ま
す
。
す
な
わ
ち
﹁《
わ
た
し
た
ち
》
に
は
潜
在
的
に
《
あ
な
た
》

が
含
ま
れ
て
い
る
。
真
の
意
味
で
向
き
合
っ
て
《
あ
な
た
》
と

語
る
こ
と
が
で
き
る
人
の
み
が
、
真
の
意
味
で
《
わ
た
し
た
ち
》

を
形
づ
く
る
こ
と
が
で
き
る
﹂︵﹃
人
間
の
問
題
﹄
：
一
九
三
八
年
︶、

と
。
私
た
ち
の
《
本
来
の
自
己
》︵
も
う
一
度
繰
り
返
り
ま
す
が
、

間
違
っ
て
理
解
さ
れ
て
い
る
《
自
我
》
の
意
味
で
は
あ
り
ま
せ
ん
︶
と

の
関
係
が
健
康
に
な
っ
て
は
じ
め
て
、
そ
の
関
係
は
《
あ
な
た
》

へ
と
到
達
す
る
こ
と
が
で
き
て
、《
わ
た
し
た
ち
》
を
築
く
こ
と

が
で
き
る
の
で
す
。

ｄ
．
環
境
に
お
い
て

①
グ
ロ
ー
バ
ル
世
界
共
同
体

　

民
衆
と
国
家
の
間
の
相
互
作
用
の
力
は
、
近
い
将
来
が
安
全

で
あ
る
か
あ
る
い
は
戦
争
な
の
か
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
国
際
関
係
の
治
癒
プ
ロ
セ
ス
に
対
し
て
世
界
の
諸

宗
教
は
何
ら
か
の
役
割
を
演
じ
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
し
ょ
う

か
。
あ
る
い
は
、
金
融
市
場
や
経
済
市
場
で
行
わ
れ
て
い
る
ゲ
ー

ム
が
も
つ
圧
倒
的
と
思
え
る
力
に
直
面
し
て
古
い
価
値
と
創
造

に
関
す
る
思
想
は
沈
黙
す
る
し
か
な
い
の
で
し
ょ
う
か
。
正
義

の
原
理
は
地
球
的
規
模
で
尊
重
さ
れ
る
で
し
ょ
う
か
。

②
自
然

　

環
境
問
題
は
こ
れ
か
ら
生
起
す
る
パ
ラ
ダ
イ
ム
転
換
に
お
い

て
決
定
的
な
役
割
を
演
じ
る
と
思
い
ま
す
。
自
然
の
過
剰
開
発
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や
天
然
資
源
の
乱
獲
は
、
人
類
の
健
康
的
生
活
を
損
な
う
こ
と

で
も
あ
り
ま
す
。
こ
う
し
た
関
連
で
言
え
ば
、
カ
ト
リ
ッ
ク
の

創
造
神
学
は
そ
の
創
造
倫
理
に
よ
っ
て
、
重
要
な
認
識
を
も
た

ら
す
こ
と
が
で
き
る
と
思
い
ま
す
。
ヨ
ー
ゼ
フ
・
デ
ル
ボ
ラ
フ

氏
と
池
田
大
作
氏
と
の
対
談
﹃
二
十
一
世
紀
へ
の
人
間
と
哲
学
﹄

は
、
基
本
的
理
解
を
明
ら
か
す
る
こ
と
に
お
い
て
重
要
な
役
割

を
演
じ
て
き
ま
し
た
。
こ
の
対
談
は
ま
た
、
こ
の
分
野
に
お
け

る
未
来
の
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
を
実
り
豊
か
に
す
る
だ
ろ
う
と

思
わ
れ
ま
す
。

第
３
の
次
元
：
救
済
論
的
次
元

ａ
．
こ
の
次
元
は
救
済
と
い
う
テ
ー
マ
に
関
わ
る
も
の
で
す
。

キ
リ
ス
ト
教
徒
に
と
っ
て
、
救
済
を
求
め
る
こ
と
は
救
世
主
と

し
て
の
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
と
い
う
ペ
ル
ソ
ナ
に
つ
ね
に
結
び

つ
い
て
い
ま
す
。
よ
り
深
き
場
に
達
し
た
救
済
論
に
お
け
る
解

放
力
と
治
癒
力
を
理
解
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
仏
教
と
の
多
く

の
類
似
点
が
発
見
さ
れ
、
明
示
さ
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ

れ
ま
す
。
こ
の
分
野
は
将
来
の
対
話
の
た
め
の
、
ま
た
私
た
ち

の
研
究
機
関
す
な
わ
ち
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
科
学
芸
術
ア
カ
デ
ミ
ー
と

東
洋
哲
学
研
究
所
と
い
う
枠
組
み
に
お
い
て
も
本
質
的
な
出
発

で
も
あ
り
ま
す
。

ｂ
．
神
秘
主
義
や
瞑
想
、
典
礼
や
公
共
神
学
に
お
け
る
神
と
の

治
癒
的
諸
関
係
は
人
間
学
的
に
定
着
し
た
も
の
で
あ
り
、
そ
し

て
神
律
的
︵theono

にm

︶
に
認
め
ら
れ
た
生
の
諸
行
為
で
あ
っ
て
、

治
癒
的
諸
関
係
は
生
に
お
い
て
諸
行
為
の
出
発
点
と
終
点
を
持

つ
こ
と
が
で
き
ま
す
。
こ
れ
ら
の
諸
関
係
は
、
本
来
の
自
己
と

の
出
会
い
へ
と
導
く
領
域
に
属
す
る
も
の
で
あ
り
、
こ
の
点
か

ら
見
る
と
禅
仏
教
に
お
け
る
同
じ
よ
う
な
経
験
が
こ
の
領
域
の

な
か
に
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
り
ま
す
。
危
機
と
病
気
を
克

服
す
る
た
め
の
道
具
を
私
た
ち
の
社
会
に
指
し
示
す
こ
と
が
で

き
る
の
で
は
な
い
か
と
思
え
る
研
究
の
さ
ら
な
る
分
野
が
、
こ

こ
に
開
か
れ
て
き
ま
す
。
そ
の
出
発
点
は
と
り
わ
け
マ
イ
ス

タ
ー
・
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
︵M

eister Eckhart, ca. 1260 -132

ぬ8︶
や
ヨ

ハ
ネ
ス
・
タ
ウ
ラ
ー
︵Johannes Tauler, ca. 1300 -136

ね1︶
の
中
世

神
秘
主
義
に
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
す
︵
Ａ
・
ハ
ー
ス
：
﹃
あ
な
た

自
身
を
認
識
せ
よ
：
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
、
タ
ウ
ラ
ー
、
ゾ
イ
ゼ
に
お
け
る

自
己
認
識
論の﹄
参
照
︶。
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Ⅳ
．
将
来
へ
の
展
望

　

治
癒
と
し
て
受
け
容
れ
る
こ
と
が
で
き
る
諸
関
係
の
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
に
必
要
な
の
は
、
気
づ
か
い
と
継
続
的
な
組
織
発
展
で

す
。
十
分
に
考
慮
さ
れ
た
諸
価
値
と
生
命
を
も
っ
た
伝
統
を
保

護
す
る
こ
と
は
私
た
ち
が
生
活
し
て
い
く
な
か
で
重
要
な
こ
と

で
す
が
、
こ
の
こ
と
も
ま
た
、
霊
的
観
点
か
ら
見
ら
れ
た
治
癒

の
テ
ー
マ
だ
と
い
え
ま
す
。

　

こ
う
し
た
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ブ
に
お
い
て
は
仏
教
の
諸
概
念

と
の
類
似
性
が
注
目
に
値
す
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
ま
す
。

仏
教
の
考
え
に
お
い
て
は
、
ヌ
ミ
ノ
ー
ゼ
︵das N

um
inos

はe

︶、
す

な
わ
ち
非
ペ
ル
ソ
ナ
的
で
永
遠
な
る
も
の
こ
そ
が
ニ
ル
ヴ
ァ
ー

ナ
へ
の
入
り
口
に
立
つ
人
間
存
在
の
ゴ
ー
ル
で
あ
り
、
し
た
が

っ
て
そ
の
ニ
ル
ヴ
ァ
ー
ナ
と
は
人
間
存
在
が
単
な
る
臓
器
に
よ

っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
有
機
体
へ
と
分
解
さ
れ
て
い
る
こ
と
に

対
す
る
相
反
概
念
で
あ
る
こ
と
は
ま
ぎ
れ
も
な
い
こ
と
で
す
。

全
体
論
的
医
学
は
仏
教
的
ア
プ
ロ
ー
チ
か
ら
も
キ
リ
ス
ト
教
的

ア
プ
ロ
ー
チ
か
ら
も
、
病
気
に
関
す
る
新
し
い
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ

ブ
を
も
た
ら
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
超

個
人
的
な
も
の
に
対
す
る
人
間
存
在
の
依
存
性
を
尊
重
す
る
こ

と
は
、
医
療
倫
理
の
ま
っ
た
く
新
し
い
基
盤
を
必
要
と
す
る
で

し
ょ
う
し
、
ま
た
そ
の
基
盤
を
築
く
こ
と
も
可
能
と
な
る
の
で

は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
こ
の
点
か
ら
言
う
と
、﹁
神
学
的
観
点
か

ら
の
全
体
論
的
治
癒

─
現
代
社
会
に
お
け
る
パ
ラ
ダ
イ
ム
転

換

─
﹂
が
目
標
と
す
る
こ
と
は
、
治
療
的
医
療
と
身
体
文
化

へ
の
全
体
論
的
ア
プ
ロ
ー
チ
の
諸
形
態
と
関
連
し
た
、
宗
教
的

人
間
学
に
お
け
る
新
し
い
立
場
を
明
示
す
る
こ
と
で
も
あ
り
ま

す
。

　
﹁
キ
リ
ス
ト
教
・
仏
教
研
究
﹂
と
い
う
基
本
計
画
は
、
全
体
論

的
観
点
か
ら
の
人
間
と
世
界
へ
の
新
た
な
る
接
近
と
い
う
目
的

を
も
っ
て
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
科
学
芸
術
ア
カ
デ
ミ
ー
と
フ
ェ
リ
ッ

ク
ス
・
ウ
ン
ガ
ー
会
長
に
よ
っ
て
提
案
さ
れ
た
も
の
で
す
が
、

こ
の
計
画
は
目
的
の
方
向
へ
の
第
一
歩
と
な
れ
る
で
し
ょ
う
。

キ
リ
ス
ト
教
徒
と
仏
教
徒
に
共
有
さ
れ
る
知
恵
は
私
た
ち
の
社

会
を
変
え
る
力
を
も
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
ま
す
。

新
た
に
拓
か
れ
た
こ
の
道
を
と
も
に
歩
ん
で
い
き
た
い
と
思
っ

て
い
ま
す
。

　

し
か
し
な
が
ら
さ
ら
に
重
要
と
さ
れ
る
べ
き
こ
と
は
、
私
た
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ち
の
社
会
に
お
け
る
諸
々
の
関
係
の
全
体
性
を
新
た
に
考
え
る

こ
と
で
あ
り
、
さ
ら
に
グ
ロ
ー
バ
ル
な
責
任
を
も
っ
て
わ
た
し

た
ち
そ
れ
ぞ
れ
の
本
来
の
歴
史
が
も
つ
価
値
と
根
源
を
新
た
に

記
述
す
る
こ
と
で
す
。

　

さ
ら
に
私
た
ち
に
必
要
と
さ
れ
る
こ
と
は
、
私
た
ち
の
グ
ロ
ー

バ
ル
な
責
任
意
識
に
根
ざ
し
た
、
私
た
ち
独
自
の
歴
史
と
伝
統

の
価
値
と
根
底
に
対
す
る
新
し
い
定
義
づ
け
を
す
る
こ
と
で
あ

り
、
私
た
ち
の
社
会
に
お
け
る
全
体
論
的
関
係
を
樹
立
す
る
た

め
の
新
し
い
ア
プ
ロ
ー
チ
に
焦
点
を
合
わ
せ
る
こ
と
だ
と
思
い

ま
す
。
私
た
ち
は
お
互
い
の
考
え
に
耳
を
傾
け
、
お
互
い
に
学

び
合
う
こ
と
を
新
た
な
喜
び
と
し
、
今
日
、
地
球
上
で
の
根
本

的
な
パ
ラ
ダ
イ
ム
転
換
の
新
た
な
夜
明
け
を
意
識
す
る
と
い
う

共
通
の
ゴ
ー
ル
を
も
っ
て
、
私
た
ち
の
社
会
の
新
た
な
方
向
づ

け
、
そ
し
て
お
互
い
に
尊
重
し
寛
容
的
で
全
体
論
的
ア
プ
ロ
ー

チ
に
よ
っ
て
覚
醒
す
る
こ
と
へ
の
不
可
欠
な
貢
献
と
し
て
、
私

は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
科
学
芸
術
ア
カ
デ
ミ
ー
と
東
洋
哲
学
研
究
所
と

の
対
話
を
楽
し
み
に
し
て
お
り
ま
す
。
そ
の
対
話
を
通
し
て
、

キ
リ
ス
ト
教
哲
学
と
日
本
の
仏
教
哲
学
と
の
多
く
の
興
味
深
い

類
似
点
が
見
出
さ
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
私
は
思
っ
て
お
り
ま

す
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
日
本
の
歴
史
と
宗
教
の
消
滅
し
つ
つ
あ
る

伝
統
を
と
も
に
探
し
求
め
、
再
発
見
し
た
い
と
思
っ
て
お
り
ま

す
。
こ
の
宝
と
知
恵
の
富
は
、
変
化
す
る
危
機
的
な
時
代
に
あ

っ
て
、
私
た
ち
の
文
化
を
さ
ま
ざ
ま
な
仕
方
で
利
し
て
く
れ
る

こ
と
で
し
ょ
う
。
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eister Eckhart, 

Johannes Tauler und H
eirich Seuse

︶

池
田
大
作
、﹃
生
命
を
語
る
﹄︵Life : An Enigm

a, A Percious Jew


el

︶Ａ
・
ト
イ
ン
ビ
ー
・
池
田
大
作
、﹃
二
十
一
世
紀
へ
の
対
話
﹄

︵C
hoose Life: A D

ialogue
︶

ニ
ク
ラ
ス
・
ル
ー
マ
ン
、﹃
社
会
シ
ス
テ
ム
﹄︵Social System

s

︶

訳
者
解
説

　

本
論
は
、
今
年
の
六
月
二
十
四
日
に
開
か
れ
た
東
洋
哲
学
研

究
所
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
科
学
芸
術
ア
カ
デ
ミ
ー
と
の
共
同
シ
ン
ポ

ジ
ウ
ム
﹁
医
学
と
宗
教
﹂
に
お
い
て
、
エ
ル
マ
ー
ル
・
ク
ー
ン

氏
に
よ
っ
て
発
表
さ
れ
た
原
稿
の
全
訳
で
あ
る
。
当
日
は
英
語

に
よ
っ
て
報
告
さ
れ
た
が
、
本
訳
出
は
ド
イ
ツ
語
に
よ
る
原
稿

を
基
本
に
、
英
語
原
稿
を
一
部
参
照
し
た
。

　

筆
者
の
エ
ル
マ
ー
ル
・
ク
ー
ン
氏
は
一
九
六
一
年
、
ド
イ
ツ

の
ニ
ュ
ル
ン
ベ
ル
ク
で
生
ま
れ
、
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
大
学
お
よ
び

ウ
ィ
ー
ン
大
学
に
お
い
て
カ
ト
リ
ッ
ク
神
学
を
専
攻
し
て
い
る
。

現
在
は
、
ウ
ィ
ー
ン
教
育
大
学
で
教
鞭
を
と
り
、
ア
カ
デ
ミ
ー

の
世
界
宗
教
を
研
究
す
る
部
門
長
を
務
め
て
い
る
。

　

さ
て
本
論
は
﹁
神
学
的
観
点
か
ら
の
全
体
論
的
治
癒

─
現

代
社
会
に
お
け
る
パ
ラ
ダ
イ
ム
転
換

─
健
康
へ
の
道
と
し
て

の
﹃
尊
厳
・
価
値
・
内
面
的
完
成
﹄
の
再
発
見
﹂
と
い
う
い
さ

さ
か
長
い
題
名
が
つ
い
て
い
る
。
こ
の
題
名
を
構
成
し
て
い
る

単
語
は
け
っ
し
て
馴
染
み
の
な
い
も
の
で
は
な
い
が
、
し
か
し

全
体
と
し
て
見
る
と
、
こ
れ
も
い
さ
さ
か
意
味
が
通
り
に
く
い
。

趣
旨
が
そ
の
ま
ま
反
映
さ
れ
て
い
な
い
題
名
の
も
の
も
あ
る
が
、

し
か
し
本
論
の
題
名
は
そ
の
趣
旨
が
そ
の
ま
ま
反
映
さ
れ
て
い

る
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
本
題
名
の
解
説
は
そ
の
ま
ま
趣
旨

の
解
説
に
な
る
。

　

ま
ず
は
﹁
神
学
的
観
点
か
ら
の
全
体
論
的
治
癒
﹂
に
つ
い
て

解
説
す
る
。﹁
全
体
論
﹂
と
い
う
言
葉
に
は
い
わ
ゆ
る
﹁
ホ
ー
リ

ズ
ム
﹂︵holism

︶
の
こ
と
が
念
頭
に
置
か
れ
て
い
る
。
こ
の
語
は

《
全
体
》
を
意
味
す
る
ギ
リ
シ
ア
語
《
ホ
ロ
ス
》︵ὃλος

︶
に
由

来
す
る
。
そ
の
意
味
は
、
全
体
は
部
分
の
総
和
以
上
の
も
の
で

あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
全
体
は
部
分
に
よ
っ
て
構

成
さ
れ
て
い
る
が
、
各
部
分
を
加
算
し
て
全
体
が
説
明
さ
れ
る
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の
で
は
な
く
、
全
体
は
各
部
分
の
合
計
以
上
の
も
の
で
あ
る
と

い
う
考
え
方
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
あ
る
事
象
を
要
素
に
分
解
し
、

要
素
を
説
明
す
る
こ
と
で
そ
の
事
象
を
理
解
し
よ
う
と
す
る
還

元
主
義
︵reductionism
︶
に
対
抗
す
る
考
え
方
で
あ
る
。

　

ホ
ー
リ
ズ
ム
と
い
う
言
葉
は
、
南
ア
フ
リ
カ
の
哲
学
者
ス
マ

ッ
ツ
︵Jan C

hristiaan Sm
uts, 1870 -1950

︶
が
そ
の
著
書
﹃
ホ
ー
リ

ズ
ム
と
進
化
﹄︵H

olism
 and Evolution, 1926

︶
で
使
っ
た
の
が
最

初
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
こ
う
し
た
ホ
ー
リ
ズ
ム
の
考
え
は
け
っ
し
て
新
し

い
も
の
で
は
な
く
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
︵G

ottfried W
. Leibniz, 1646 -

1716

︶
や
ヘ
ー
ゲ
ル
︵G

. W
. F. H

egel, 1770 -1831

︶
の
思
想
に
も

見
ら
れ
、
さ
ら
に
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
﹃
政
治
学
﹄
の
な
か
で

ホ
ー
リ
ズ
ム
的
な
意
味
で
全
体
と
部
分
を
理
解
し
て
い
る
。

　

ク
ー
ン
氏
は
こ
う
し
た
ホ
ー
リ
ズ
ム
の
観
点
か
ら
《
治
癒
》

と
い
う
概
念
を
解
釈
し
よ
う
と
試
み
て
い
る
。
彼
は
ま
ず
、
現

代
医
学
に
お
い
て
、﹁
も
と
も
と
の
状
態
を
取
り
戻
す
こ
と
﹂
が

治
癒
の
定
義
に
な
っ
て
い
る
こ
と
を
取
り
上
げ
る
。
し
か
し
現

代
医
学
は
、
人
間
の
身
体
を
さ
ま
ざ
ま
な
臓
器
に
よ
っ
て
構
成

さ
れ
て
い
る
有
機
体
と
み
な
し
、
医
療
行
為
が
機
械
的
に
な
っ

て
い
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
る
。
こ
う
し
た
こ
と
は
近
代
以
降
に

見
ら
れ
る
傾
向
で
あ
る
が
、
そ
の
過
程
の
な
か
で
医
学
は
宗
教

と
決
裂
し
て
し
ま
っ
た
。
こ
の
決
裂
は
、
人
間
が
身
体
と
魂
と

に
分
裂
さ
れ
、
身
体
を
医
学
が
、
魂
を
神
学
が
そ
れ
ぞ
れ
占
有

す
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
を
招
く
。

　

本
論
は
、
人
間
に
お
け
る
身
体
と
魂
あ
る
い
は
精
神
と
を
《
治

癒
》
と
い
う
概
念
を
中
心
と
し
て
、
神
学
の
立
場
か
ら
ホ
ー
リ

ズ
ム
的
に
ふ
た
た
び
統
一
さ
せ
、
全
体
と
し
て
の
人
間
を
回
復

さ
せ
よ
う
と
す
る
新
た
な
る
挑
戦
な
の
で
あ
る
。
し
か
も
マ
ル

テ
ィ
ン
・
ブ
ー
バ
ー
の
用
語
《
我
と
汝
》
を
援
用
す
る
こ
と
で
、

個
人
と
し
て
の
人
間
と
社
会
、
環
境
そ
し
て
グ
ロ
ー
バ
ル
世
界

と
の
関
係
を
根
本
的
に
見
直
す
こ
と
も
ク
ー
ン
氏
の
視
野
の
な

か
に
含
ま
れ
て
い
る
。

　

し
か
し
、
わ
れ
わ
れ
が
気
に
な
る
こ
と
は
や
は
り
《
神
学
》

と
い
う
言
葉
で
あ
る
。﹁
や
は
り
﹂
と
い
っ
た
の
は
、
神
学
と
い

う
学
問
が
わ
れ
わ
れ
に
馴
染
み
の
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
も
さ

る
こ
と
な
が
ら
、
わ
れ
わ
れ
が
今
日
抱
え
て
い
る
問
題
群
に
対

し
て
解
決
の
道
を
神
学
が
開
け
る
と
は
到
底
思
え
な
い
か
ら
で

あ
る
。
つ
ま
り
、
神
学
が
扱
う
テ
ー
マ
は
も
っ
ぱ
ら
机
上
の
も
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の
で
あ
り
、
現
実
的
な
も
の
と
は
思
え
な
い
と
い
う
神
学
に
対

す
る
一
般
的
イ
メ
ー
ジ
が
先
に
立
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
氏

も
そ
の
こ
と
は
十
分
承
知
し
て
い
る
。
し
か
し
彼
の
理
解
に
よ

れ
ば
、
神
学
に
対
す
る
現
代
の
イ
メ
ー
ジ
は
以
上
述
べ
た
近
代

以
降
の
宗
教
と
科
学
と
の
分
離
の
結
果
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
氏
は
中
世
に
お
け
る
神
学
に
立
ち
戻
っ
て
、
神

学
の
も
っ
て
い
る
ホ
ー
リ
ズ
ム
的
な
意
味
を
引
き
出
そ
う
と
試

み
て
い
る
。

　

た
と
え
ば
中
世
に
お
い
て
学
と
し
て
の
神
学
を
体
系
づ
け
た

の
は
、
本
論
に
お
い
て
も
言
及
さ
れ
て
い
る
ト
マ
ス
・
ア
ク
ィ

ナ
ス
で
あ
る
。
ト
マ
ス
の
主
著
で
あ
る
﹃
神
学
大
全
﹄︵Sum

m
a 

Theologiae

︶
は
三
部
か
ら
な
り
︵
そ
の
う
ち
第
二
部
は
二
つ
に
分
か

れ
て
い
る
の
で
、
実
質
的
に
は
四
部
構
成
に
な
っ
て
い
る
︶、
そ
れ
ぞ

れ
問
題
︵quaestio

︶
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
、
さ
ら
に
問
題
は
項

︵articulus

︶
に
分
か
れ
る
。
全
体
と
し
て
五
一
二
の
問
題
と
二
六

六
九
の
項
に
よ
っ
て
﹃
神
学
大
全
﹄
は
構
成
さ
れ
て
い
る
。
そ

こ
に
は
、
神
の
存
在
に
関
す
る
考
察
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
は

当
然
で
あ
る
が
、
倫
理
に
関
す
る
諸
問
題
、
人
間
知
性
の
能
力
、

法
の
体
系
、
さ
ら
に
は
経
済
的
な
諸
問
題
も
含
ま
れ
て
い
る
。

つ
ま
り
中
世
に
お
け
る
神
学
は
、
す
べ
て
の
学
問
の
総
合
と
し

て
考
え
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
他
の
学
問
が
理
性

に
よ
っ
て
遂
行
さ
れ
る
の
に
対
し
て
、
神
学
に
お
い
て
は
神
の

啓
示
が
重
要
な
機
能
を
果
た
す
。
と
い
う
の
は
、
人
間
の
生
に

と
っ
て
最
も
重
要
な
こ
と
は
《
救
済
》
だ
と
神
学
は
解
す
る
か

ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
《
救
済
》
を
扱
う
こ
と
が
で
き
る
唯
一

の
学
︵scientia

︶
が
神
学
︵theologia

︶
な
の
で
あ
る
。

　

ク
ー
ン
氏
は
ト
マ
ス
や
ア
ル
ベ
ル
ト
ゥ
ス
の
神
学
的
見
解
に

《
治
癒
》
の
ホ
ー
リ
ズ
ム
的
意
味
を
見
出
し
て
い
る
。
し
た
が
っ

て
、
救
済
も
《
治
癒
》
の
な
か
に
含
ま
れ
る
こ
と
に
な
る
。
と

こ
ろ
で
、
治
癒
を
意
味
す
る
ド
イ
ツ
語
はH

eilung

︵
ハ
イ
ル
ン
グ
︶

で
あ
る
が
、
こ
の
語
は
も
と
も
と
﹁
健
全
で
あ
る
﹂、﹁
無
傷
の
﹂、

﹁
無
事
で
あ
る
﹂
を
意
味
す
る
形
容
詞heil

に
由
来
す
る
。
そ
の

名
詞H

eil

は
﹁
健
康
﹂、﹁
幸
運
﹂
を
意
味
す
る
が
、
宗
教
的
に

は
﹁
救
済
﹂
を
意
味
す
る
。
つ
ま
り
、﹁
健
康
で
あ
る
﹂︵heil 

sein

︶
と
い
わ
れ
る
場
合
の
《
健
康
》
に
は
、
幸
運
あ
る
い
は
救

済
と
い
う
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
含
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
氏
は
《
治

癒
》
を
神
学
の
立
場
か
ら
再
解
釈
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、《
健
康
》

の
新
た
な
意
味
を
引
き
出
そ
う
と
す
る
。
つ
ま
り
《
治
癒
》
を
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単
に
医
学
的
分
野
に
限
定
す
る
の
で
は
な
く
、
医
学
的
観
点
を

自
己
の
勢
力
範
囲
に
含
め
た
神
学
の
立
場
か
ら
考
え
直
す
こ
と

に
よ
っ
て
、
全
体
的
人
間
の
回
復
を
《
健
康
》
と
し
て
捉
え
よ

う
と
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、H

eilung

は
《
癒
し
》
と
は
訳

す
こ
と
は
で
き
な
い
。
た
と
え
ば
芸
術
や
自
然
に
わ
れ
わ
れ
が

求
め
る
《
癒
し
》
は
単
に
心
の
状
態
に
関
わ
る
こ
と
で
あ
る
が
、

氏
は
同
じ
意
味
でH

eilung

を
解
し
て
い
な
い
。

　

人
間
を
身
体
と
精
神
に
分
離
し
た
り
、
さ
ら
に
身
体
を
臓
器

へ
と
分
解
す
る
旧
態
依
然
と
し
た
見
方
︵
パ
ラ
ダ
イ
ム
︶
を
根
本

的
に
覆
す
こ
と
が
、
氏
の
意
図
す
る
《
パ
ラ
ダ
イ
ム
転
換
》
で

あ
る
。
そ
し
て
ク
ー
ン
氏
は
、
仏
教
の
ニ
ル
ヴ
ァ
ー
ナ
︵
涅
槃
︶

と
い
う
概
念
に
は
そ
の
転
換
を
実
現
で
き
る
可
能
性
が
あ
る
と

見
て
い
る
。

訳
注

︵
1
︶
本
論
の
訳
出
に
お
い
て
はdas Selbst

を
﹁
自
己
﹂、das Ich

を
﹁
自

我
﹂
と
訳
し
た
。

︵
2
︶
原
文
で
はD

u

で
あ
る
。
こ
れ
は
一
般
的
に
は
二
人
称
の
代
名

詞
で
あ
る
が
、
後
述
す
る
よ
う
に
、ク
ー
ン
氏
は
マ
ル
テ
ィ
ン
・

ブ
ー
バ
ー
に
お
け
る
《
我
と
汝
》
と
い
う
関
係
を
念
頭
に
置
い

て
い
る
。

︵
3
︶
ド
イ
ツ
の
社
会
学
者
で
、
一
九
六
八
年
か
ら
九
二
年
ま
で
ド
イ

ツ
・
ビ
ー
レ
フ
ェ
ル
ト
大
学
の
教
授
を
務
め
て
い
た
。
主
著
は

﹃
社
会
シ
ス
テ
ム
理
論
﹄。

︵
4
︶
イ
タ
リ
ア
出
身
の
中
世
最
大
の
神
学
者
。
一
九
歳
の
と
き
に
托

鉢
修
道
会
の
ド
ミ
ニ
コ
会
に
入
会
し
、
そ
の
後
パ
リ
で
ア
ル
ベ

ル
ト
ゥ
ス
・
マ
グ
ヌ
ス
に
出
会
い
、
彼
に
師
事
す
る
。
ト
マ
ス

の
生
涯
は
け
っ
し
て
長
い
と
は
言
え
な
い
が
、
彼
が
遺
し
た
著

作
は
膨
大
で
あ
る
。
そ
の
な
か
に
は
、
神
学
の
基
本
項
目
を
問

答
形
式
で
著
わ
し
た
体
系
書
で
あ
る
﹃
神
学
大
全
﹄、
聖
書
の

註
解
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
著
作
に
関
す
る
詳
細
な
註
解
書
が

あ
る
。

︵
5
︶
ド
イ
ツ
・
ウ
ル
ム
近
郊
に
生
ま
れ
、
一
二
二
三
年
に
ド
ミ
ニ
コ

会
に
入
会
し
た
。
一
二
四
一
年
に
神
学
の
教
授
資
格
を
獲
得
す

る
た
め
に
パ
リ
に
赴
き
、
そ
こ
で
ト
マ
ス
・
ア
ク
ィ
ナ
ス
に
出

会
う
。
そ
の
後
、
ド
ミ
ニ
コ
会
に
よ
る
高
等
神
学
研
究
所
︵stu-

dium
 generale

︶
を
設
立
す
る
た
め
に
、
一
二
四
八
年
に
弟
子

の
ト
マ
ス
と
と
も
に
ド
イ
ツ
の
ケ
ル
ン
に
赴
く
。
ア
ル
ベ
ル
ト

ゥ
ス
は
ケ
ル
ン
に
お
い
て
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
著
作
の
詳
細

な
註
解
書
を
著
わ
す
が
、
と
く
に
注
目
す
べ
き
こ
と
は
ア
リ
ス

ト
テ
レ
ス
の
﹃
自
然
学
﹄
の
註
解
を
通
し
て
、
自
然
科
学
の
研

究
を
学
と
し
て
認
め
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
ほ
か
に
も
ア
ル
ベ

ル
ト
ゥ
ス
は
、
デ
ィ
オ
ニ
ュ
シ
オ
ス
・
ア
レ
オ
パ
ギ
テ
ー
ス
の

﹃
神
名
論
﹄、﹃
天
上
位
階
論
﹄、﹃
神
秘
神
学
﹄
等
、さ
ら
に
は
﹃
原

因
論
﹄
と
い
っ
た
新
プ
ラ
ト
ン
主
義
的
著
作
の
註
解
も
著
わ
し
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て
い
る
。
ア
ル
ベ
ル
ト
ゥ
ス
に
お
け
る
こ
う
し
た
新
プ
ラ
ト
ン

主
義
的
傾
向
は
、
フ
ラ
イ
ベ
ル
ク
の
デ
ィ
ー
ト
リ
ヒ
、
シ
ュ
ト

ラ
ウ
ス
ブ
ル
ク
の
ウ
ル
リ
ヒ
等
の
い
わ
ゆ
る
ド
イ
ツ
・
ド
ミ
ニ

コ
会
士
に
受
け
継
が
れ
た
。

︵
6
︶
ロ
ー
マ
で
活
躍
し
た
ギ
リ
シ
ア
の
医
学
者
。
ガ
イ
ノ
ス
に
よ
れ

ば
、
生
命
の
根
源
的
原
理
は
《
生
気
》︵
プ
ネ
ウ
マ
︶
に
あ
る
。

こ
の
基
本
的
思
想
に
基
づ
い
て
、
彼
は
手
術
や
解
剖
を
通
し
て

体
系
的
医
学
を
樹
立
さ
せ
た
。
ガ
イ
ノ
ス
の
影
響
は
ル
ネ
サ
ン

ス
や
イ
ス
ラ
ー
ム
医
学
に
ま
で
及
ん
で
い
る
。

︵
7
︶
ペ
ン
テ
コ
ス
テ
と
は
﹁
聖
霊
降
臨
﹂
を
意
味
す
る
。
こ
れ
は
新

約
聖
書
に
収
め
ら
れ
て
い
る
﹁
使
徒
言
行
録
﹂
の
第
二
章
一
節

か
ら
四
二
節
に
書
か
れ
て
い
る
出
来
事
を
指
す
。
イ
エ
ス
は
十

字
架
上
で
の
死
の
後
、
生
き
て
い
る
こ
と
を
証
明
す
る
た
め
に

弟
子
の
前
に
現
れ
る
。
そ
の
さ
い
に
彼
は
、
聖
霊
が
降
り
、
そ

れ
に
よ
っ
て
力
が
授
か
る
こ
と
を
予
言
す
る
。
そ
の
予
言
通
り
、

弟
子
た
ち
が
集
ま
っ
て
い
る
と
、
激
し
い
風
が
突
然
吹
い
て
き

て
、
聖
霊
が
舌
の
よ
う
に
な
り
、
弟
子
の
一
人
一
人
の
上
に
と

ど
ま
っ
た
。
す
る
と
彼
ら
は
他
の
国
の
言
葉
で
話
し
出
す
と
い

う
、
い
わ
ゆ
る
《
異
言
》
が
起
こ
る
。
以
上
が
聖
書
に
基
づ
く

記
述
で
あ
る
が
、
同
じ
よ
う
な
現
象
体
験
が
、
一
九
〇
一
年
ア

メ
リ
カ
の
カ
ン
ザ
ス
州
ト
ペ
カ
の
聖
書
学
院
で
の
祈
祷
会
で
起

こ
っ
た
。
一
九
〇
六
年
に
は
ロ
サ
ン
ゼ
ル
ス
で
生
起
し
、
そ
の

後
、
ア
メ
リ
カ
全
土
を
は
じ
め
、
全
世
界
に
大
き
な
影
響
を
及

ぼ
す
こ
と
に
な
り
、
ペ
ン
テ
コ
ス
テ
の
教
団
が
設
立
さ
れ
た
。

こ
う
し
た
動
向
を
総
称
し
て
ペ
ン
テ
コ
ス
テ
運
動
と
呼
ば
れ

る
。

︵
8
︶
一
九
一
八
年
に
ド
イ
ツ
の
オ
ー
バ
ー
ベ
ル
ゲ
ン
に
生
ま
れ
た
神

学
者
で
あ
り
、
カ
ト
リ
ッ
ク
の
司
祭
で
あ
る
。
彼
は
フ
ラ
イ
ブ

ル
ク
大
学
で
カ
ト
リ
ッ
ク
神
学
を
学
び
、
一
九
四
六
年
に
神
学
、

六
一
年
に
は
哲
学
の
学
位
を
得
て
い
る
。
六
五
年
に
は
基
礎
神

学
に
関
す
る
論
文
で
教
授
資
格
を
得
て
、
七
四
年
以
来
ミ
ュ
ン

ヘ
ン
大
学
で
キ
リ
ス
ト
教
的
世
界
観
と
宗
教
哲
学
の
講
座
を
担

当
し
、
八
六
年
に
退
官
し
て
い
る
。
一
九
九
〇
年
以
来
、
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
科
学
芸
術
ア
カ
デ
ミ
ー
の
世
界
宗
教
に
関
す
る
部
門
長

と
し
て
、
宗
教
間
対
話
に
尽
力
し
た
。
現
在
は
、
ク
ー
ン
氏
が

そ
の
後
を
受
け
継
い
で
い
る
。

　
　

 　

ビ
ー
ザ
ー
氏
は
本
誌
に
も
、﹁
平
和
の
神
学
的
意
味

─
新

し
い
平
和
意
識
へ
の
刺
激
﹂︵
第
四
一
巻
二
号
、
二
〇
〇
二
年
︶、

﹁
協
調
の
《
し
る
し
》
と
し
て
の
宗
教

─
新
た
な
る
無
神
論

へ
の
挑
戦
﹂︵
第
四
三
巻
一
号
、
二
〇
〇
四
年
︶
を
寄
稿
さ

れ
て
い
る
。
な
お
、
後
者
の
論
文
の
後
に
、
ビ
ー
ザ
ー
神
学
の

意
義
に
つ
い
て
訳
者
︵
山
崎
︶
に
よ
る
解
説
が
掲
載
さ
れ
て

い
る
。

︵
9
︶
ギ
リ
シ
ア
神
話
に
登
場
し
て
く
る
医
師
。
ア
ス
ク
レ
ー
ピ
オ
ス

は
ア
ポ
ロ
ン
と
コ
ロ
ー
ニ
ス
と
の
間
に
生
ま
れ
た
。
彼
は
ケ
イ

ロ
ー
ン
の
も
と
で
医
学
を
学
び
、
そ
の
才
能
を
十
分
に
発
揮
す

る
こ
と
に
な
る
。
彼
の
医
術
は
ま
す
ま
す
上
達
し
、
つ
い
に
は

死
者
ま
で
甦
ら
せ
た
。
こ
れ
は
冥
界
の
ハ
ー
デ
ー
ス
を
怒
ら
せ

る
結
果
と
な
り
、
彼
は
殺
さ
れ
る
。
し
か
し
ア
ス
ク
レ
ー
ピ
オ

ス
は
天
上
界
に
の
ぼ
り
、
へ
び
つ
か
い
座
の
神
に
な
る
。
こ
の
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エ
ピ
ソ
ー
ド
か
ら
ア
ス
ク
レ
ー
ピ
オ
ス
は
医
学
の
守
護
神
と
し

て
ま
つ
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

︵
10
︶
現
在
の
ト
ル
コ
に
位
置
す
る
ニ
ュ
ッ
サ
の
司
教
で
、
ギ
リ
シ
ア

教
父
の
一
人
。
大
バ
シ
レ
イ
オ
ス
、
ナ
ゾ
ア
ン
ゾ
ス
の
グ
レ
ゴ

リ
オ
ス
と
と
も
に
﹁
カ
ッ
パ
ド
キ
ア
の
三
教
父
﹂
と
呼
ば
れ
る
。

彼
の
思
想
は
新
プ
ラ
ト
ン
主
義
に
影
響
さ
れ
た
否
定
神
学
的
傾

向
が
強
い
。
主
著
と
し
て
は
、﹃
モ
ー
セ
の
生
涯
﹄、﹃
雅
歌
講
話
﹄

が
あ
げ
ら
れ
る
。

︵
11
︶﹁
聖
大
バ
シ
レ
イ
オ
ス
﹂
と
尊
称
さ
れ
る
ギ
リ
シ
ア
教
父
。
カ

ッ
パ
ド
キ
ア
の
三
教
父
の
一
人
。
彼
の
思
想
に
は
ギ
リ
シ
ア
的

自
然
哲
学
を
取
り
入
れ
た
創
造
論
が
み
ら
れ
る
。
ま
た
、
共
住

型
修
道
制
の
基
礎
づ
く
り
に
尽
力
し
た
。

︵
12
︶D

örnem
ann , K

rankheit und H
eilung in der Theologie der 

frühen K
irchenväter.

︵
13
︶
コ
ル
ド
バ
生
ま
れ
の
ユ
ダ
ヤ
教
の
哲
学
者
、
医
師
。
彼
の
思
想

に
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
哲
学
と
ユ
ダ
ヤ
教
と
の
総
合
が
み
ら

れ
る
。
主
著
は
﹃
迷
え
る
者
の
手
引
き
﹄。

︵
14
︶
イ
ス
ラ
ー
ム
に
お
け
る
哲
学
者
、
医
師
。
現
在
の
ウ
ズ
ベ
キ
ス

タ
ン
に
あ
る
ブ
ハ
ー
ラ
ー
近
郊
に
生
ま
れ
る
。
ア
ラ
ビ
ア
名
は

イ
ブ
ン
・
シ
ー
ナ
ー
︵Ibn Sī nā

︶
と
い
う
。
彼
の
医
学
的
著
作

に
は
﹃
医
学
典
範
﹄、
哲
学
的
主
著
と
し
て
は
﹃
治
癒
の
書
﹄

が
あ
る
。
彼
の
思
想
に
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
学
問
体
系
を

範
と
し
な
が
ら
も
、
新
プ
ラ
ト
ン
主
義
的
発
出
論
の
影
響
が
み

ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
神
を
第
一
原
因
と
し
て
、
そ
こ
か
ら
知

性
、
魂
そ
し
て
物
質
的
世
界
が
段
階
的
に
発
出
し
て
く
る
と
い

う
コ
ス
モ
ロ
ジ
ー
が
新
プ
ラ
ト
ン
主
義
の
特
徴
で
あ
る
。
ア

ヴ
ィ
セ
ン
ナ
に
よ
れ
ば
、
第
一
原
因
で
あ
る
神
は
《
必
然
的
存

在
》
で
あ
っ
て
、
す
な
わ
ち
神
に
お
い
て
は
そ
の
存
在
と
本
質

と
は
同
一
で
あ
る
。
こ
の
考
え
は
、
イ
ス
ラ
ー
ム
に
お
け
る
神

の
唯
一
性
︵
タ
ウ
ヒ
ー
ド
︶
の
教
義
の
哲
学
的
説
明
と
な
っ
た
。

ア
ヴ
ィ
セ
ン
ナ
の
思
想
は
そ
の
後
の
イ
ス
ラ
ー
ム
哲
学
ば
か
り

で
な
く
、
著
作
は
ラ
テ
ン
語
に
翻
訳
さ
れ
、
中
世
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

の
キ
リ
ス
ト
教
神
学
に
も
多
大
な
る
影
響
を
与
え
た
。

︵
15
︶
本
名
は
鈴
木
貞
太
郎
と
い
う
。
日
本
を
代
表
す
る
仏
教
学
者
。

﹃
大
乗
起
信
論
﹄
の
英
訳
、
英
文
で
の
﹃
大
乗
仏
教
概
論
﹄
そ

し
て
英
文
雑
誌
﹃
イ
ー
ス
タ
ン
・
ブ
デ
ィ
ス
ト
﹄
の
刊
行
を
通

し
て
、
欧
米
に
仏
教
思
想
を
紹
介
し
た
。
大
拙
は
、
般
若
経
典

に
見
ら
れ
る
い
わ
ゆ
る
即
非
の
論
理
を
体
得
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
も
た
ら
さ
れ
る
﹁
霊
性
的
自
覚
﹂
を
仏
教
の
核
心
と
み
て
い

る
。
ま
た
、
禅
仏
教
に
お
け
る
霊
性
的
自
覚
と
西
洋
の
神
秘
主

義
者
や
ユ
ン
グ
と
の
比
較
を
通
し
て
、
仏
教
研
究
の
新
し
い
視

圏
を
開
い
た
。

︵
16
︶
原
語
は
ラ
テ
ン
語
でpersona

と
表
記
さ
れ
る
。
ペ
ル
ソ
ナ
と
は

本
来
、
ギ
リ
シ
ア
悲
劇
に
お
い
て
俳
優
が
つ
け
る
マ
ス
ク
を
意

味
す
る
。
そ
こ
か
ら
、
登
場
人
物
、
役
割
、
資
格
、
境
遇
、
品

位
と
い
っ
た
意
味
が
派
生
し
、
近
代
に
お
い
て
、
と
く
に
カ
ン

ト
哲
学
に
お
け
る
概
念
﹁
人
格
﹂︵Person

︶
も
ペ
ル
ソ
ナ
に
由

来
す
る
。

　
　

 　

キ
リ
ス
ト
教
に
お
い
て
は
、
ペ
ル
ソ
ナ
は
お
も
に
神
の
位
格

を
意
味
す
る
。
す
な
わ
ち
三
位
一
体
論
に
お
け
る
父
︵Pater

︶・
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子
︵Filius

︶・
聖
霊
︵Spiritus Sanctus

︶
を
指
す
。
さ
ら
に
は
、

受
肉
し
た
神
す
な
わ
ち
子
と
し
て
さ
ま
ざ
ま
な
奇
跡
を
起
こ
す

イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
姿
が
ペ
ル
ソ
ナ
と
し
て
把
握
さ
れ
る
。

こ
の
場
合
、
キ
リ
ス
ト
は
人
性
︵natura hum

ana

︶
と
神
性

︵natura divina

︶
と
い
う
二
つ
の
本
性
を
も
ち
な
が
ら
、
一
な

る
ペ
ル
ソ
ナ
を
も
っ
て
い
る
と
理
解
さ
れ
る
。

︵
17
︶
ア
ナ
ロ
ギ
ア
と
は
《
類
比
》
と
訳
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
も
と

も
と
ア
ナ
ロ
ギ
ア
は
ピ
ュ
タ
ゴ
ラ
ス
に
よ
っ
て
使
用
さ
れ
、
プ

ラ
ト
ン
を
経
て
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
よ
っ
て
論
理
学
的
概
念
と

し
て
定
着
し
た
。
中
世
に
お
い
て
ア
ナ
ロ
ギ
ア
は
《
帰
属
の
ア

ナ
ロ
ギ
ア
》︵analogia attributionis

︶
と
《
比
例
性
の
ア
ナ
ロ

ギ
ア
》︵analogia proportionalitatis

︶
と
い
う
二
つ
の
機
能
を

も
つ
も
の
と
理
解
さ
れ
た
。

　
　
　

 

前
者
に
お
い
て
は
、
た
と
え
ば
﹁
こ
の
食
物
は
健
康
的
で
あ

る
﹂
あ
る
い
は
﹁
こ
の
尿
は
健
康
的
で
あ
る
﹂
と
い
わ
れ
る
場

合
、
述
語
﹁
健
康
的
で
あ
る
﹂
が
本
来
生
物
に
帰
属
さ
れ
る
も

の
で
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
る
。
つ
ま
り
主
語
﹁
こ
の
食
物
﹂﹁
こ

の
尿
﹂
に
は
述
語
﹁
健
康
的
で
あ
る
﹂
は
付
加
さ
れ
な
い
。
し

た
が
っ
て
、
命
題
﹁
こ
の
食
物
は
健
康
的
で
あ
る
﹂
は
﹁
こ
の

食
物
を
食
べ
る
と
健
康
に
良
い
﹂、
命
題
﹁
こ
の
尿
は
健
康
的

で
あ
る
﹂
は
﹁
こ
の
尿
の
所
有
者
は
健
康
で
あ
る
こ
と
が
示
さ

れ
る
﹂
と
い
う
意
味
に
な
る
。
こ
の
場
合
、
述
語
﹁
健
康
的
で

あ
る
﹂
は
ア
ナ
ロ
ギ
ア
的
と
い
わ
れ
る
。

　
　
　

 

後
者
は
、た
と
え
ば
数
学
で
よ
く
用
い
ら
れ
るA

：B

＝C

：

D

と
い
っ
た
比
例
式
に
見
ら
れ
る
ア
ナ
ロ
ギ
ア
で
あ
る
。
つ
ま

り
関
係
同
士
の
類
比
関
係
と
い
え
る
。
筆
者
が
こ
こ
で
使
用
し

て
い
る
用
法
は
比
例
性
の
ア
ナ
ロ
ギ
ア
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
三

位
一
体
と
い
う
神
的
領
域
と
私
た
ち
と
の
関
係
を
仮
に
Ａ
と

し
、
神
学
的
・
全
体
論
的
見
方
へ
と
私
た
ち
が
関
わ
る
関
係
を

仮
に
Ｂ
と
お
け
ば
、
Ａ
と
Ｂ
と
の
関
係
同
士
の
間
に
ア
ナ
ロ
ギ

ア
的
関
係
が
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

︵
18
︶﹁
レ
ビ
記
﹂
第
一
九
章
一
八
節
﹁
自
分
自
身
を
愛
す
る
よ
う
に

隣
人
を
愛
し
な
さ
い
。﹂

︵
19
︶
聖
句
﹁
隣
人
を
自
分
の
よ
う
に
愛
し
な
さ
い
﹂
は
、
自
己
愛
を

犠
牲
に
し
て
隣
人
を
愛
せ
よ
と
主
張
し
て
い
る
わ
け
で
は
な

い
。
つ
ま
り
、﹁
自
分
自
身
を
愛
す
る
こ
と
を
や
め
て
、
隣
人

す
な
わ
ち
他
者
の
こ
と
を
気
づ
か
い
、
世
話
を
せ
よ
﹂
と
い
う

意
味
で
は
な
い
。
私
た
ち
が
自
分
自
身
を
愛
す
る
愛
を
隣
人
へ

向
け
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
自
己
愛
が
隣
人
愛
へ

と
向
い
て
い
く
第
一
歩
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
る
。

︵
20
︶
こ
の
言
葉
は
、
訳
者
が
筆
者
と
メ
ー
ル
を
通
じ
て
交
わ
さ
れ
た

《
真
の
自
己
と
は
何
か
》
を
め
ぐ
る
議
論
に
由
来
す
る
も
の
で

あ
る
。

︵
21
︶
ユ
ダ
ヤ
人
の
宗
教
哲
学
者
。
ウ
ィ
ー
ン
の
ユ
ダ
ヤ
教
の
家
庭
に

生
ま
れ
た
。
彼
は
早
く
か
ら
、
ユ
ダ
ヤ
神
秘
主
義
《
ハ
シ
デ
ィ

ズ
ム
》︵H

asidism

︶
に
影
響
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
あ
り
、
そ
の

思
想
に
は
神
秘
主
義
的
色
彩
が
み
ら
れ
る
。
主
著
と
し
て
は

﹃
我
と
汝
﹄、﹃
対
話
﹄
が
あ
げ
ら
れ
る
。

︵
22
︶
ド
イ
ツ
語
のTheonom

ie

︵
神
律
︶
に
由
来
す
る
語
で
あ
る
。

こ
れ
は
ギ
リ
シ
ア
語
で
《
神
》
を
意
味
す
るθεός

︵theos

︶
と
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《
法
》
を
意
味
す
るνόμος

︵nom
os

︶
か
ら
造
ら
れ
た
合
成
語

で
あ
る
。
神
律
と
は
、
キ
リ
ス
ト
教
的
倫
理
に
お
い
て
は
、
倫

理
思
想
の
唯
一
に
し
て
最
も
重
要
な
源
泉
が
聖
書
で
あ
り
、
さ

ら
に
は
人
間
の
倫
理
的
反
省
の
唯
一
の
源
泉
が
神
で
あ
る
こ
と

に
基
づ
い
て
、
人
間
の
諸
行
為
が
神
の
法
の
支
配
下
に
あ
る
と

い
う
こ
と
を
意
味
す
る
。

︵
23
︶
ド
イ
ツ
・
チ
ュ
ー
ビ
ン
ゲ
ン
の
タ
ー
ン
バ
ッ
ハ
に
生
ま
れ
た
。

エ
ア
フ
ル
ト
の
ド
ミ
ニ
コ
会
に
入
会
し
、
ケ
ル
ン
に
て
ア
ル
ベ

ル
ト
ゥ
ス
・
マ
グ
ヌ
ス
の
も
と
で
神
学
を
学
び
、
パ
リ
大
学
神

学
部
教
授
の
職
も
務
め
た
。
そ
の
後
、
ド
ミ
ニ
コ
会
の
テ
ウ
ト

ニ
ア
管
区
長
と
し
て
活
躍
し
、﹁
創
世
記
﹂、﹁
ヨ
ハ
ネ
福
音
書
﹂、

﹁
知
恵
書
﹂
等
の
ラ
テ
ン
語
に
よ
る
註
解
書
を
執
筆
し
、
ケ
ル

ン
を
中
心
と
し
て
修
道
院
に
て
ド
イ
ツ
語
で
説
教
を
行
っ
た
。

エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
の
思
想
の
特
徴
は
、
哲
学
的
論
証
を
も
っ
て
神

に
関
す
る
事
柄
を
探
求
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
神
学
と
哲
学
と

の
一
致
を
志
向
し
て
い
る
こ
と
に
あ
る
。
し
か
し
彼
の
思
想
は

一
三
二
九
年
に
教
皇
ヨ
ハ
ネ
ス
二
二
世
に
よ
っ
て
異
端
と
さ
れ

た
た
め
、
歴
史
の
表
舞
台
に
出
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
な
お
、

訳
者
は
本
誌
︵
第
四
七
巻
一
号
、
二
〇
〇
八
年
︶
に
﹁
何
故
な

し
の
生
：
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
神
学
に
お
け
る
生
の
始
原
﹂
を
寄
稿

し
て
い
る
。
ま
た
、﹃
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
神
学
の
基
本
構
造

─

哲
学
的
ア
プ
ロ
ー
チ
と
体
系
化
へ
の
試
み
﹄︵
仮
題
︶
が
知
泉

書
館
よ
り
刊
行
さ
れ
る
予
定
に
な
っ
て
い
る
。

︵
24
︶
中
世
ド
イ
ツ
の
神
学
者
。
現
在
は
フ
ラ
ン
ス
に
位
置
す
る
ス
ト

ラ
ス
ブ
ー
ル
に
生
ま
れ
、
ド
ミ
ニ
コ
会
に
入
会
し
、
ケ
ル
ン
で

エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
の
も
と
で
神
学
を
学
ぶ
。
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
の
基

本
的
思
想
﹁
魂
に
お
け
る
神
の
子
の
誕
生
﹂
は
タ
ウ
ラ
ー
の
思

想
形
成
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
。

︵
25
︶A

. H
aas, N

im
 din selbes w

ar: Studien zur Lehre der Selb
sterkenntnis bei Eckhart, Tauler und Seuse, 1971 .

︵
26
︶
ド
イ
ツ
の
宗
教
学
者
・
神
学
者
の
ル
ド
ル
フ
・
オ
ッ
ト
ー
︵R

u-
dolf O

tto, 1869 -1937

︶
が
造
っ
た
言
葉
で
、
著
書
﹃
聖
な
る

も
の
﹄︵D

as H
eilige, 1917

︶
の
な
か
で
論
じ
ら
れ
て
い
る
。

ヌ
ミ
ノ
ー
ゼ
と
は
も
と
も
と
、
神
の
権
威
や
神
性
を
意
味
す
る

ラ
テ
ン
語num

en

︵
ヌ
ー
メ
ン
︶
に
由
来
す
る
。
オ
ッ
ト
ー
は
、

《
聖
な
る
も
の
》
の
本
質
は
け
っ
し
て
合
理
的
に
は
把
握
で
き

な
い
も
の
で
あ
る
と
し
、
そ
れ
を
ヌ
ミ
ノ
ー
ゼ
と
呼
ん
だ
。
オ

ッ
ト
ー
に
よ
れ
ば
、
ヌ
ミ
ノ
ー
ゼ
は
論
証
さ
れ
る
も
の
で
は
な

く
、
し
か
も
否
定
さ
れ
る
も
の
で
も
な
く
、
そ
れ
の
体
験
を
通

し
て
の
み
わ
れ
わ
れ
に
把
握
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
そ

れ
は
戦
慄
す
べ
き
も
の
で
あ
り
、
魅
す
る
も
の
で
あ
り
、
崇
高

な
も
の
と
し
て
体
験
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。

　
　

 　

な
お
、
ク
ー
ン
氏
は
、
こ
こ
で
キ
リ
ス
ト
教
が
ペ
ル
ソ
ナ
と

し
て
の
神
を
主
張
す
る
の
に
対
し
て
仏
教
が
主
張
す
る
《
非
ペ

ル
ソ
ナ
的
で
永
遠
な
る
も
の
》︵das a-personal Ew

ige

︶
を
ヌ

ミ
ノ
ー
ゼ
の
一
例
だ
と
見
て
い
る
。
つ
ま
り
こ
れ
は
、
す
べ
て

の
存
在
を
全
体
論
的
に
把
握
す
る
と
い
う
見
方
を
反
映
し
て
い

る
も
の
で
あ
り
、
今
日
の
医
学
に
お
け
る
機
械
的
医
療
と
い
う

見
方
に
対
抗
で
き
る
見
方
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
し

か
も
筆
者
は
、
キ
リ
ス
ト
教
お
よ
び
仏
教
の
概
念
を
用
い
て
、
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人
間
を
そ
の
宇
宙
論
的
次
元
に
お
い
て
救
済
し
、
人
間
を
全
体

な
る
も
の
と
し
て
保
持
す
る
こ
と
を
意
図
し
て
い
る
。
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