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と
い

う
事
態
が

前
二

世
紀
末
か

ら

前
一

世

紀
前
半
に

か

け
て

起
こ

っ

て

い

る

こ

と

は

興
味
深
い

。

こ

れ
は

丁

度
そ

の

頃
に

ロ

ー
マ

が

ギ
リ
シ

ア

を
は

じ

め
と

す

る

地
中
海
の

諸
民
族
と

接
し

て

交
流
が

始
ま

っ

て

か

ら
一

世
紀

が

経
っ

た

頃
で

あ

り
、

間
接

的
に

他
者
と
の

交
流、

特
に

ギ
リ

シ

ア

哲
学

と

の

交
流
が

ラ

テ

ン

語
の

語
彙
に

大
き

な
影

響
を

及
ぼ

し
た
と

考
え

ら

れ

る
か
ら
で

あ
る

。

　
一

方
こ

の

H

亀
駐
o

と
の

葛
Φ

「

ω

鼻
δ

と

い

う
二

つ

の

単
語
の

間
の

関
係

も

時
代
に

よ

っ

て

三

段
階
の

変
遷
が

あ
っ

た
こ

と

を
グ
ロ

ズ
ニ

ン

ス

キ

ー

が

指
摘
し

て

い

る
。

グ
ロ

ズ

ニ

ン

ス

キ
ー

に

よ

れ
ば

、

キ
ケ

ロ

の

時

代

（
紀
元
前
］

世
紀）

に

は
「

適
切
な

時
期
に

適

切
な
場
所
で

適
切
な

方
法

で

神
々

の

礼
拝
を

行
う

お

葺
δ
」

対

「

不
適
切
な

時
期

や
不

適
切

な

場

所

に

お

い

て

不

適
切

な

方
法
で

勝
手

に

神
々

の

礼

拝
を

行

う
。・

ε
Φ
肘・

隆
鼠
o
」

と
い

う

対
照
で

あ
っ

た

が
、

小
セ

ネ
カ
の

時
代
（

紀
元
一

世
紀）

に

は

「

わ
れ

わ
れ

ロ

ー

マ

人
の

正

統
な

お
獄
mq

δ
」

対
「

彼
ら

野

蛮
人
の

正

統
な

ら
ざ

る
ω

ε
奠
ω

蜂
δ
」

と

な

り、

ラ

テ

ン

教

父

の

時
代
（
紀
元

三

世
紀
）

に

は
「

真
の

話

贏
ざ

即
ち
キ

リ
ス

ト

教
」

対
「

偽
の
・゚

唇
 
目−

し卩

口
口
o

即
ち

異

教
」

と

い

う

構

造
に

変
遷
を

重

ね

た

と

い

う
。

そ

れ

ゆ

え、

こ

の

教
父
の

時

代
に

至
っ

て

初
め

て
、

「

キ
リ
ス

ト

教
と

い

う
同

警−

ぴq

δ
昌

対
異
教
と

い

う
の

暮
 

富

葺
δ
昌
」

と
い

う

現
代
の

冨

壽
δ
嵩

の

用

法
に

近
い

対
立
項
が

出
現
し
た、

と

言
え
よ

う
。

　
以

上
の

よ

う
に

、

話
謡

舮q8

＝

の

語
源
と

し
て

の

「

Φ
H

お
ざ

を

考
え

る

際

に

は
、

話

蕣
δ

自

体
に

も

変
遷
が

あ

り、

元

来
の

話
嵩
ぴq
δ

は

δ

躇
δ
コ

か

ら

程
遠
い

意

味
の

も
の

で

あ
っ

た

こ

と、

そ
れ

が

後
に

時

代
と

共
に

意

味
の

変
遷
を
経
た

結
果、

話
賦
αQ

δ
つ

の

用

法
に

繋
が

っ

た

と
い

う

点
は、

特
記
す
べ

き
で

あ
る

。

パ

ウ
ロ

の

宗
教
的
宀

日

覚
に

つ

い

て南

部

千

代

里

　
ダ
マ

ス

コ

で

キ
リ
ス

ト

に

会
っ

て

救
い

を
体
験
し、

キ

リ
ス

ト

教
追
害

者
か

ら

被
迫
害

者
と

な
っ

た

パ

ウ
ロ

の

宗
教
を
形
成
す
る

も
の

は、

い

わ

ゆ

る

パ

ス

カ

ル

の

「

ア

ブ

ラ
ハ

ム
・

イ
サ

ク
・

ヤ

コ

ブ

の

神
」

（
『

覚

え

童
目

』

）

で

あ

り、

キ

リ
ス

ト

に

よ
っ

て

受

継
が

れ

た

「

救
い

の

神
」

で

あ

る
。

　
だ
が、

宗
教
を

必
要
と

し

な
い

人
は
、

パ

ウ

ロ

の

神
は

、

一

人
の

寡
婦

の

魂
を

救
う
こ

と
が
で

き

た

か

も
知
れ
な
い

が

何
千
万
も

の

人
間
同
士

の

殺
し

合
い

を

食
止
め
る

こ

と

が

で

き

な

い
、

下
ら

な

い

も

の

で

あ
る

と

言

う
で

あ
ろ

う
。

こ

の

よ

う
な

考
え
に

対
し
て

キ

ル

ケ

ゴ

ー

ル

は
、

「

信

仰

と

は、

す
な

わ
ち、

個

別
者
が

普
遍
的
な

も
の

よ

り

も

高
く
に

あ
る

と

い

う
逆

説
で

あ

る
」

（
『

怖
れ
と

お

の

の

き
』

）

と
、

道
徳
の

反
省
が

深
く
進

む

こ

と

に

よ
っ

て

宗
教
へ

と

導
か

れ

る

と

語
る

。

道
徳
は、

現
実
の

世
間

が

不
義
非
道
で

あ
る
が
故
に、

神
の

超
越
性
と

全

能
と

悪
徳
の

間
に

ジ

レ

ン

マ

を
生
じ
さ

せ

る
。

こ

の

板
ば
さ

み

を

通
し

て
、

も
し
人

間
の

根
底
に

虚
無
を

発
見
す
る

な
ら
ば、

道
徳
は

崩
壊
し

宗

教
へ

の

転
換
を
形

作
る

。

つ

ま

り、

人

間
が

宗
教
を
求
め
る

動

機
は、

死
の

開
示
と
罪
の

自
覚
で

あ

っ

て
、

不
道

徳
即
罪
で

は

な
い

の

で

あ
る

。

人
間
は、

自
己
の

死
を
経
験

で

き
な
い

が

故
に

他
者
の

死
を

通
し
て

自
己
の

死
を

自
覚
し
、

罪
も
生
ま

れ
な
が

ら
し
て

自
覚
を
持
た
な
い

が

故
に

純
粋
無
垢
な
も
の

か

ら
教
え

ら

れ

る
、

つ

ま
り

清
き

も
の

に

接
し
て

道
徳
的
責
任
を
感
じ

る

時
、

罪
を

自
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覚
す
る

の

で

あ
る
。

こ

の

よ

う
に

他
者
を

通
し
て

自
己

を

知
る

、

そ

の

時、

神
が

「

絶
対
他

者
」

と

し

て

私
た

ち

の

存
在
の

究
極
の

根
拠
と
な
る

の

で

あ
る

。

　

パ

ウ

ロ

は
、

私
た

ち

に

「

怖
れ
お

の

の

い

て
、

己

が

救
い

を

全

う
せ

よ
」

（
ピ

リ

ピ
）

と

命
ず
る

。

「

怖
れ

お

の

の

く
」

と

は、

絶
対
的
存
在
で

あ
る

神
と

偶
有
的
存
在
で

あ
る

私
と

の

無
限
の

隔
た

り、

絶
望
的
深
淵
を

意
味
す
る

。

絶
対
永
遠
的
無
限
の

神
に

対
し

て

時

間
的

有
限
で

あ
る

私
は

無
に

等
し

い

こ

と

を

自
覚
す

る
。

絶
望

的
立
場
に

あ
る

私
の

救
い

を
パ

ウ

ロ

は
、

此

岸
と

彼
岸
を

連
続
と

非
連
続
の

関
係
と

見
な
し、

入

間
を

種
子

と

植
物
の

比
喩
に

譬
え

て

説
い

た
。

地
上
の

生
は

死
後
の

生
を

準
備
す
る

為
の

も
の

と

し、

「

こ

の

世
を

去
っ

て

キ
リ
ス

ト
と

共
に

い

る
」

こ

と
を

人
生
の

目
標
と

し

た
。

従
っ

て

パ

ウ
ロ

の

救
済
は
、

永
遠
は
時
間
と

矛
盾

対
立

す
る

の

で

は

な
く

時
間
が

永
遠
の

中
に

包
摂
さ

れ

る
、

私
が

「

キ

リ

ス

ト
と

共
に

死
ん

だ

な

ら
」

キ

リ
ス

ト
の

計
ら
い

に

よ

り
私
は

創
造
の

中

に

没
入
さ

れ

る
。

そ

れ

は

永
遠
と

時
間、

無

限
と

有
限

、

全
体
と

無
の

矛

盾
が

逆
に
一

致
す
る

こ

と

を
意

味
す
る
。

即
ち、

死
ん

で

の

み

神
に

接
す

る

と

パ

ウ

ロ

は

言
い

た

い

の

で

あ
る

が
、

「

今
は

、

鏡
に

映
し

て

見
る

よ

う
に

お

ぼ

ろ

げ
に

見
て

い

る
。

し
か

し
そ

の

時
に

は
、

顔
と
顔
と

を

合
わ

せ

て
、

見
る

で

あ
ろ
う

」

と

譬
で

語
る

の

で

あ
る

。

　
パ

ウ

ロ

は
、

「

わ

た

し

の

知
る

と

こ

ろ

は、

今
は
一

部
分
に

す
ぎ
な
い
」

（
第
一

コ

リ
ン

ト）

と

言
う

。

つ

ま
り、

救
わ

れ

る

者
に

と
っ

て

救
う
者

の

「

義
」

は

不
可
思
議
な
の

だ
と

言
う
の

で

あ
る

。

よ

っ

て

人
間
に

出
来

う
る
こ

と
は、

死
後
「

ま
た

キ
リ

ス

ト
と

共
に

生
き

る

こ

と

を
信
じ
る
」

と

パ

ウ
ロ

が

言
っ

た

如
く、

未
だ

見
ぬ

も

の

を

確
信
す

る

心、

即
ち

宗
教

心
を

持
つ

こ

と
し
か

為
し

え
な

い

の

で

あ

る
。

だ
が
も

し

信
に

徹
し
よ
う

と

努
め

る

「

私
」

が

心

底
に

い

る

と

し

た
な
ら
ば

、

真
の

宗
教
心
を
体
得

し

た

と

は

言
え

な
い

。

信
に

徹
す
る

努
力
の

意
思
を
も
否
定
す
る
の

は
、

キ

リ
ス

ト
が

「

幼
な
子

の

よ

う
に

な
ら

な
け

れ

ば、

天
国
に

は

入
れ
な

い

で

あ
ろ

う
」

（

マ

タ
イ
・

ル

カ
）

と

語
っ

た

故
で

あ
る
。

自
己
意

識
が

未

だ

形

成
さ

れ
な

い

嬰
児

の

如

く
、

自
己
が

自
己
を

忘
れ

た、

パ

ウ

ロ

の

「

わ

れ、

最
早
わ
れ
に

あ
ら

ず
」

（

ガ

ラ

テ

ヤ）

と

い

う
境
地
が

清
き
実

を

結
ぶ

の

で

あ
る。

従
っ

て
、

回
心
の

経
験
に

自
己
矛
盾
の

反
省
を

超
え

て

自
己
に

死
す
る

自
己
の

目
覚
め
で

あ
る

宗
教
的
自
覚
が
、

私
た

ち

実
存

に

お

い

て

重

要
課
題
と
な
る

と

言
え
よ
う。

創
世
記
一

章
】

節
は

、

そ

の
】

章
の

表
題
か

野

　
口

誠

　
「

は

じ

め

に

神
は

天
と
地
と

を

創
造
し

た
」

（
創

世
記
一
・

こ
。

こ

の

書
き

出
し
に

つ

い

て

二

つ

の

見
方
が

あ
る

。

 
一

節
は、

一

章
の

表
題、

ま

た

は

ニ

ー
三
一

節
に

描
写
さ

れ

て

い

る

出
来
事
の

総
括
で

あ
る。

 
一

節
は

総
括
で

は

な

く、

表

題
を

も
兼
ね

る

神
の

創
造
行
為
の

最
初
の

段
階

で

あ．
る
。

　

 
の

問
題
点
は、
　］

章
一

節
が
次
の

二

ー
三
一

節
の

総
括
ま

た

は

要．
約

と
さ

れ

る

が
、

そ
も
そ
も

総
括
と

さ

れ

る
冖

章
一

節
の

内
容
の

ほ

と

ん

ど

が、

総
括
さ

れ
た
は

ず
の

ニ

ー

三
一

節
の

中
に

見

出
さ

れ

な
い

こ

と

で

あ

る
。

そ

れ
ゆ
え

筆

者
は

 
を

正
し
い

と

み

る
。

そ

の

こ

と

を
次
に

論
証
す

る
。
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