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神
は

＝
」

「

真
」

「

善
」

な
ど
の

完
全

性
を
指
し
示

す
「

概
念
」

を
用
い

て
、

肯
定

的
に

語
ら
れ

う
る
と
エ

ッ

ク
ハ

ル

ト
は
み

な

す
の

で

あ
る

。

こ

の

観
点
に

従
え
ば

、

完
全

性
を
指
し
示

す
「

概

念
」

は
も
は

や
、

被
造
物

に

お

け
る

完
全

性
の

不
完
全
な
認
識
か
ら

帰
納

的
に

導
き
出
さ
れ

た
も
の

で

あ
る

と
い

う
一

般
的
な
「

概
念
」

と

し
て

の

意

味
を
失
い
、

そ

れ
は

我
々

の

認

識
と

言
語
を

超
え
た
完
全
性
そ

の

も
の

を

直
接
的
に

指
し
示
す

「

超
越

的
概
念
」

と

し
て

用
い

ら

れ

る

の

で

あ
る

。

つ

ま
り、

神
に
関

す

る

肯
定
的

言
述
は

、

我
々

の

認
識
と
言

葉
に

お

け
る

限

界
性
に

着
目
す
る

認

識
論
的

観
点
を

完
全
に

排
除
し、

「

概
念
」

そ
れ

自
体
を

超
越
化
さ
せ

る

こ

と
で

可
能
に

な
る

の

で

あ
り

、

そ
れ

に

よ
っ

て

神
に

お

け
る

存
在

論

的
超
越
性
が

肯

定
的
に

言
述
さ

れ
る

の

で

あ
る

。

　
こ

の

よ

う
に

、

エ

ッ

ク
ハ

ル

ト
は

、

我
々

の

認
識
と

言
語
の

機
能
的
限

界
を

十
分
に

自

覚
し
な
が
ら、

そ
れ

に

も
拘
ら

ず
、

我
々

が

「

言
葉
」

を

用
い

て

神
に

つ

い

て

語
る

こ

と
を

、

否
定
的
言

述
と

肯
定
的
言

述
と
い

う

二

つ

の

仕

方
で

可
能
と

考
え
て

い

る

こ

と
が

明

ら
か

に

な
っ

た
。

エ

ッ

ク

ハ

ル

ト

の

「

永
遠
」

理
解

ー
悶

彗
O
昌

夢
皀
ω

詈

島

の

観
点
か

ら

ー

　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

田

島
　
照
久

　
エ

ッ

ク
ハ

ル

ト
の

神
学
は

汎
神
論
的
色
彩
を

持
つ

と
一

般
に

言
わ
れ

て

い

る
。

汎
神
論
℃
国
ロ

些
9
の

日

昜
と

い

う
用
語
は、

イ
ギ

リ

ス

の

ト
ー

ラ

ン

ド
以
来

、

神
と

世
界
と
の

関
係
を

断
絶
的
で

は

な

く
、

同
一

な
い

し

連

続
的
に

捉
え
る

と
こ

ろ

に

有
神
論
か

ら

分
か

つ

主
な

る

特
徴
が

あ
る

と

さ

れ

る
。

ス

ピ
ノ

ザ
の

再
評
価
に

つ

な

が
っ

た
一

八

世
紀
の

所
謂
汎
神
論
論

争
を

経
て
、

一

九

世
紀
初
頭
K
・

C
・

F
・

ク

ラ
ウ

ゼ

は

万
有
（
内
）

在
神

論
（

勺

穹
Φ

昌
け

げ

似
ω

已
二
ω）

を

提

唱
し
た

。

万

有
在
神
論
は

現

代
の

ホ

ワ

イ

ト
ヘ

ッ

ド
を

経
て

プ
ロ

セ

ス

神
学
に

受
け

継
が

れ

理
論

化
さ
れ

て

い

る
。

現
代
の

プ
ロ

セ

ス

神
学
の

中
心
的
研
究
者
で

あ
る

チ
ャ

ー

ル

ズ
・

ハ

ー

ツ

ホ

ー
ン

は
歴

史
的

神
概
念
を
E
永
遠
的、

T
時
間
的

、

C
意
識
的

、

K
全

知
的

、

W
世

界
包

括
的、

と

い

う
五
つ

の

要
素
の

組
み

合
わ
せ

に

よ

っ

て

分
類
を

試
み

て

い

る
。

こ

れ
ら
の

要
素
一

切
を

持
つ

神
概
念

す
な
わ

ち
ETCKW

が
万

有
在
神
論
で

あ
る
と

す
る

。

万
有
在

神
論
の

神
と

は
、

永
遠

的
・

時
聞
的
な

意
識
と

し
て

の

至

高
者
で

あ

り
、

世

界
を

知

り
、

か
つ

包

含
す
る

神
と

い

う
こ

と

に

な
る

。

　

神
は

永
遠

的
で

あ
り
か

つ

時
間
的
で

あ
る

と
い

う、

形
式
論
理
に

お

け

る
矛

盾
律
に

抵
触
す
る

問
題
に

つ

い

て

は、

矛

盾
律
は

、

同
じ

存
在
に

お

い

て

相
反

す
る

限

定
の

共
存
を
妨
げ
な
い
、

た
だ

対
立

概
念
が

保
持
す
る

局
面
を

区
別

す
る

だ

け
で

よ
い

と
す
る

「

両

極
性
の

原
理
」

に

依
拠
し

て

理

解
し

よ

う
と

す
る

。

も
し

有
神
論
が

、

神
は

独
立

的
か

つ

原
因
で

あ
っ

て
、

全
包

括
的
で

は

な

い

と
主
張
し、

汎

神
論
が
、

神
は
、

全
包
括
的
で

あ
っ

て、

独
立

的
で

は

な
く、

お

そ
ら
く
原
因
で

も
な
い

と
主

張
す
れ
ば
、

こ

の

二

つ

は
、

極
端
に

対
立
し

合
っ

た
理

論
と
い

う
こ

と
に

な
る

が
、

し

か
し

原
因
は
、

そ

の

結
果
に

、

必
然
的
に

で

は

な
く、

蓋
然
的
に
、

関
連

す
る

も
の

と

考
え

ら
れ

て

い

る

現
代
の

科
学
的
知
見
に

基
づ

け
ば
、

原
因

の

存
在
に

は
、

多
少
と

も
起
こ

り
そ

う
な

諸
結
果
の

集
合
の

う
ち、

そ
の

あ
る
一

つ

は

存
在
す
べ

き
だ
と
い

う
意
味
が

含
意
さ
れ
て
い

る

に

す
ぎ
な

い

こ

と

に

な
る

。

こ

の

「

中
庸
的
」

（
ヨ
o
α
 
「

°。

3
）

因
果
必
然
性
か
ら

理

解
す
れ

ば
、

神
の

実

在
（
Φ

酋
ω

8
ロ
o
ω
）

は、

確
か
に

あ
る
一

つ

の

世
界

の

存
在
を

不
可
避
な
も
の

に

す
る

が
、

ま

さ
に

こ

の

特
定
の

世

界
を
存
在

さ
せ

る
こ

と

に
つ

い

て

は
、

単
な

る

可
能
性
の

域
を
出
な
い

。

神
は
、

特

（921）199
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定
の

ど
の

よ

う
な
世

界
か
ら
も
独
立
し
て

い

る

が
、

世

界
自
体
か
ら
独
立

す
る
と
い

う
よ

う
な
こ

と
は
な
い

、

と
い

う
こ

と
に

な
る

。

万

有
在
神
論

の

立

場
で

は
、

世
界
に

対
す
る

神
の

独
立

性
と

依
存
性
が

、

神
と
世

界
の

異
な
る

局
面
に

お
い

て

同
時
に

成
立

す
る

こ

と
に

な
る

。

　
エ

ッ

ク
ハ

ル

ト
の

神

論
で

は
神
は

、

E
永
遠

的
、

C
意
識
的、

K
全

知

的
で

は
あ
る

が
、

問
題
な
の

は

T
時
間

的
と

、

W
神
は
世

界
包

括
的

、

と

い

う
要
件
を

有
す
る
か
ど

う
か
で

あ
る

。

エ

ッ

ク

ハ

ル

ト

は、
「

神
は

唯

一

の、

す
な
わ
ち
同
一

の

単
一

の

働
き
に

よ
っ

て
、

し
か
も
永
遠
に

お
い

て

と
同
時
に

時

間
に

お
い

て

働
い

て

い

る

の

で

あ
り、

こ

の

よ

う
に

し
て

神
は

永
遠
な
も
の

と
同

時
に

時
間
的
な
も
の

も
、

非
時
問
的
に

生
じ
せ
し

め
る
の

で

あ
る

」

、

と

語
り、

「

神
は

、

す
べ

て

の

被
造
物
の

内
に

あ
る

。

そ
れ
ら
が

存
在
を

持
つ

か
ぎ

り
。

し

か
し
一

方
で

そ
れ
ら
を
超
え
て

い

る

の

で

あ
る

。

神
が

す
べ

て

の

被
造

物
の

内
に

あ
る

と
い

う
ま
さ
に

そ
の

こ

と
に
よ
っ

て
、

神
は

そ
れ
ら
を
超
え
て

い

る
の

で

あ
る

。

何
人
か
の

師
は
、

魂
は

胸
の

内
に

し
か
な
い

と

考
え
て

い

る

が
、

そ
れ
は
そ
う
で

は

な
く

、

魂
は
そ
の

ま
ま

、

分
け
ら
れ
る

こ

と
な

く、

完
全
な
ま
ま
足
の

内
に

、

あ

る

い

は
目

の

内
に
、

そ

し
て

ど

の

体
の

部
分
に

も

あ
る

の

で

あ
る
」

と

し
、

さ

ら
に

「

わ

た
し
の

体
が
わ
た
し
の

魂
の

内
に

む
し
ろ

あ
る
の

だ
と

い

え
る
」

と
語
る

。

　
ハ

ー

ツ

ホ

ー

ン

は
「

被
造

物
へ

の

神
の

直
接
的
作
用
を
考
え
る

に

は、

精

神
と

身
体

、

な
い

し

精
神
と
神

経
細

胞
と
い

う
ア

ナ
ロ

ジ

ー

に

頼
る
以

外
に

は

な
い
」

と

し
て

「

わ
れ
わ
れ
の

各
々

が
、

身
体
と

呼
ば
れ

る
細
胞

の

社

会
か
ら

成
る

超
細

胞
的
な
固

体
で

あ
る

よ

う
に、

神
も
ま
た
、

被
造

物
を
包
括

す
る

社
会
か
ら
成
る

超

被
造

物
的
個

体
な
の

で

あ
る
」

と

エ

ッ

ク
ハ

ル

ト
と
同

様
な
ア

ナ

ロ

ジ
ー

で

説

明
し
て

い

る
。

T
の

要
件
を
ど

う

見
る

か

だ
が、

エ

ッ

ク
ハ

ル

ト

の

神
概
念
は

汎
神
論
で

は

な
く、

ハ

ー

ツ

ホ

ー

ン

の

分
類
す
る

プ
ロ

セ

ス

神
学
の

万
有
在
神
論
に

近
い

も
の

で

あ
る

よ

う
に

思
わ
れ
る

。

「

推
測」

と

く

否
定

神
学
V

　
　
ク

ザ
ー

ヌ

ス

の

所
論
を
め

ぐ
っ

て

　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　

　
　

　
　

　
　

島
田

　
勝
巳

　
ク

ザ
ー

ヌ

ス

の

『

知

あ
る

無
知
』

と

『

推
測
論
』

の

関
係
性
を
め

ぐ
っ

て

は
、

か

つ

て

旨

囚
oo

す

が、

前

者
を
ω
Φ

ぎ
ω

ヨ
Φ

蜜

9
鴇
貯

と

し

て
、

ま
た

後
者
を

国

貯
『

虫
叶

ω

ヨ
φ

密
O
げ

鴇
房

と

し
て
、

両

者
の

根
本
的
な
差
異

を

指
摘
し
た

。

近

年
で

も

囚．
両

訂
の

o
『

が

こ

の

「

コ

ッ

ホ
・

テ

ー

ゼ
」

を

継
承
し
な
が
ら、

ク

ザ
ー
ヌ

ス

の

思
想
的
農
開
を

詳
細
に

跡
付
け
て

い

る
。

本
発

表
で

は

両
著
作
の

関
係
性
を
め

ぐ
る

こ

う
し
た

議
論
を

踏

ま

え
た

う
え

で、

後
者
に

お
い

て

提
示
さ

れ
た
ク

ザ
ー

ヌ

ス

の

「

推
測
」

（
oo

巳
02

霞
p）

の

概
念
を

、

前
者
か

ら

継
承
さ
れ
た

〈

否
定
神
学
〉

的

言
説
の

展
開
と

し
て

捉
え
直
し

て

み

た
い
。

こ

う
し

た

視
点
は

、

両
著
作

の

差

異
や

断
絶
よ

り
も、

む
し
ろ

そ
こ

に
一

定
の

連

続
性
を

見
出
そ

う
と

す
る

理
解
で

あ
る

。

　
ク

ザ
ー

ヌ

ス

の

く

否

定
神
学
V

的

思
考
の

核
心
は

「

知
あ
る

無
知
」

の

洞
察、

つ

ま
り

「

も
の
」

（

『
Φ
ω）

の

「

真
理
」

・
「

何
性
」

の

厳
密
な
把

捉

不
可
能
性
を
め

ぐ
る
思

考
に

あ
る

と

考
え
ら

れ
る

が
、

推
測
の

概
念
も
基

本
的
に

は
そ
の

延
長
線
上

に

位
置
づ

け
ら
れ

て

い

る

と

見
る
こ

と
が
で

き

る
。

だ

が
一

方
で
、

『

推
測
論
』

で

は
真
理
に

つ

い

て

の

推
測
が

コ

性
」

（
＝

巳

B
°・）

と

「

他

性
」

（
国一
け

 
「一
叶

p2
自廖）

の

相
互

媒
介
性
に

よ
っ

て

提
示
さ

れ
、

そ

れ
が
議
論
の

全
体
の

枠
組
み
を
成
し

て

い

る
。

　
ク

ザ

ー

ヌ

ス

に

よ
れ

ば
、

「

推

測
と
は

他

性
を

伴
い

つ

つ
、

真
理
そ
の

200（922）
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