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キ
リ
ス
ト
教
と
仏
教
の
「
智
恵
」
表
出
の
論
理
構
造

　
　
─
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
の
「
私
の
花
は
実
で
あ
る
」（
シ
ラ
書
）
解
釈
を
手
が
か
り
に
し
て

─

田
島
照
久

は
じ
め
に

　

本
日
扱
う
の
は
、
キ
リ
ス
ト
教
を
作
り
上
げ
て
き
た
思
想
家

た
ち
の
中
で
も
、
ひ
と
き
わ
異
彩
を
放
つ
十
三
世
紀
の
中
世
ド

イ
ツ
に
生
き
た
通
称
マ
イ
ス
タ
ー
・
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
︵M

eister 

Eckhart

︶
と
呼
ば
れ
た
ド
ミ
ニ
コ
会
修
道
士
の
思
想
で
あ
る
。

　

エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
の
思
想
は
一
般
に
﹁
ド
イ
ツ
神
秘
主
義
﹂
と

呼
ば
れ
、
西
方
キ
リ
ス
ト
教
の
伝
統
で
は
特
殊
な
例
外
的
思
想

系
列
と
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
な
が
ら
キ
リ
ス
ト
教
西
方
ラ
テ

ン
教
会
の
﹁
ド
イ
ツ
神
秘
主
義
﹂
を
、
キ
リ
ス
ト
教
初
期
ギ
リ

シ
ア
教
父
以
来
の
伝
統
で
あ
る
﹁
テ
オ
ー
シ
ス
思
想
﹂︵
人
間
神

化
思
想
︶
に
連
な
る
思
想
系
列
と
し
て
位
置
づ
け
る
コ
ン
セ
プ
ト

の
も
と
で
見
直
し
た
と
き
、
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
思
想
を
基
礎
づ
け

て
い
る
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
が
こ
れ
ま
で
に
無
い
明
瞭
な
姿
で
浮

か
び
上
が
っ
て
く
る
は
ず
で
あ
るあ。
本
論
文
で
は
そ
の
理
解
の

道
筋
を
追
い
な
が
ら
、
そ
こ
で
導
入
さ
れ
て
い
る
思
惟
の
枠
組

み
と
い
う
も
の
を
明
確
に
取
り
出
し
た
う
え
で
、
同
様
な
思
惟

の
枠
組
み
を
も
つ
も
の
と
し
て
、
仏
教
で
表
明
さ
れ
て
い
る
緒

論
に
言
及
し
て
み
た
い
と
考
え
る
。
た
だ
し
本
論
は
エ
ッ
ク
ハ

ル
ト
思
想
に
関
す
る
論
考
で
あ
り
、
仏
教
思
想
に
関
し
て
は
示
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唆
的
な
指
摘
に
と
ど
ま
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
テ
ー
マ
を
箇
条
書

き
に
示
せ
ば
、
次
の
よ
う
に
な
る
。

　

一
、
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
の
﹁
始
原
と
終
極
の
同
一
﹂
論
と
永
平

道
元
の
﹁
修
証
一
等
﹂
論

　

二
、
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
の
﹁
イ
エ
ス
に
お
け
る
受
肉
﹂
論
と
涅

槃
経
の
﹁
一
切
衆
生
悉
有
仏
性
﹂
論

　

ま
ず
は
、
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
と
は
ど
の
よ
う
な
人
物
で
あ
る
か

簡
単
に
そ
の
生
涯
を
ま
と
め
る
こ
と
に
し
た
い
。

１　

エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
の
生
涯

　

マ
イ
ス
タ
ー
・
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
と
呼
び
な
ら
わ
さ
れ
て
い
る

が
、
最
近
の
研
究
で
は
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
・
フ
ォ
ン
・
ホ
ー
ホ
ハ

イ
ム
︵Eckhart von H

ochheim
 

一
二
六
〇
頃⊖

一
三
二
八
年
一
月
二
十

八
日
︶
が
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
の
本
名
と
さ
れ
て
い
る
。
エ
ッ
ク
ハ
ル

ト
は
一
二
七
五
年
頃
エ
ア
フ
ル
ト
の
ド
ミ
ニ
コ
会
修
道
院
に
入

り
、
一
二
七
七
年
に
は
パ
リ
大
学
の
学
芸
学
部
で
学
ん
だ
と
さ

れ
る
。
あ
る
い
は
シ
ュ
ト
ゥ
ア
レ
ー
ゼ
に
よ
れ
ば
パ
リ
滞
在
は

一
二
八
六
年
と
も
い
わ
れ
る
。
一
二
八
〇
年
︵
ア
ル
ベ
ル
ト
ゥ
ス
・

マ
グ
ヌ
ス
の
歿
年
︶
以
前
に
ケ
ル
ン
の
ド
ミ
ニ
コ
会
神
学
院
で
学

び
、
ア
ル
ベ
ル
ト
ゥ
ス
・
マ
グ
ヌ
ス
の
教
え
に
接
す
る
。
一
二

九
三
年
テ
ウ
ト
ニ
ア
︵
ド
イ
ツ
︶
管
区
長
デ
ィ
ー
ト
リ
ヒ
・
フ
ォ

ン
・
フ
ラ
イ
ベ
ル
ク
に
よ
っ
て
パ
リ
に
派
遣
さ
れ
、
命
題
集
講

師
︵lector Sententiarum

︶
と
し
て
ペ
ト
ル
ス
・
ロ
ン
バ
ル
ド
ゥ
ス

の
﹃
命
題
集
﹄
を
講
ず
る
。
一
二
九
四
年
か
ら
一
二
九
八
年
の

時
期
、
テ
ウ
ト
ニ
ア
管
区
チ
ュ
ー
リ
ン
ゲ
ン
地
区
の
地
区
長
代

理
と
エ
ア
フ
ル
ト
修
道
院
院
長
を
兼
務
し
て
い
た
と
さ
れ
、
こ

の
時
期
に
ド
イ
ツ
語
に
よ
る
最
初
の
著
作
﹃
教
導
講
話
﹄
が
書

か
れ
た
。

　

一
三
〇
二
年
、
再
び
パ
リ
大
学
に
派
遣
さ
れ
、
非
フ
ラ
ン
ス

人
の
た
め
の
正
教
授
職
に
つ
く
。
こ
れ
以
降
﹁
神
学
博
士
﹂

︵m
agister

︶
の
称
号
を
も
ち
、
故
国
で
は
マ
イ
ス
タ
ー
・
エ
ッ
ク

ハ
ル
ト
と
称
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
一
三
〇
三
年
テ
ウ
ト
ニ
ア

管
区
が
二
分
さ
れ
、
一
方
の
サ
ク
ソ
ニ
ア
管
区
の
初
代
管
区
長

に
任
命
さ
れ
る
。
一
三
一
一
年
の
ナ
ポ
リ
総
会
で
サ
ク
ソ
ニ
ア

管
区
長
の
職
を
解
か
れ
、
パ
リ
大
学
に
再
度
正
教
授
と
し
て
派

遣
さ
れ
る
︵
一
三
一
三
年
ま
で
︶。
一
三
一
四
年
に
は
シ
ュ
ト
ラ
ー
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ス
ブ
ル
ク
に
い
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
一
三
一

六
年
か
ら
一
三
二
二
年
ま
で
、
ド
ミ
ニ
コ
会
総
長
代
理
と
し
て

主
に
女
子
修
道
院
の
指
導
の
た
め
シ
ュ
ト
ラ
ー
ス
ブ
ル
ク
に
派

遣
さ
れ
て
い
た
と
推
測
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
時
期
に
﹃
神
の
慰

め
の
書
﹄
な
ど
が
書
か
れ
る
。
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
は
す
で
に
サ
ク

ソ
ニ
ア
管
区
長
の
と
き
に
ド
イ
ツ
語
に
よ
る
説
教
を
行
な
っ
て

い
る
が
、
伝
承
さ
れ
て
い
る
ド
イ
ツ
語
説
教
の
大
部
分
は
シ
ュ

ト
ラ
ー
ス
ブ
ル
ク
で
行
な
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
も
い
わ
れ
て

い
る
。

　

一
三
二
三
年
、
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
は
ケ
ル
ン
の
ド
ミ
ニ
コ
会
神

学
院
の
学
頭
に
な
る
。
ケ
ル
ン
時
代
の
活
動
は
四
年
程
で
あ
り
、

こ
れ
以
降
は
二
人
の
ド
ミ
ニ
コ
会
士
に
よ
る
内
部
告
発
に
端
を

発
し
た
異
端
審
問
の
渦
中
に
捲
き
込
ま
れ
る
こ
と
に
な
る
。
一

三
二
六
年
九
月
二
十
六
日
以
前
に
、
ケ
ル
ン
の
大
司
教
ハ
イ
ン

リ
ヒ
・
フ
ォ
ン
・
ヴ
ィ
ル
ネ
ブ
ル
ク
︵
一
三
三
二
年
歿
︶
に
よ
っ

て
組
織
さ
れ
た
異
端
審
問
委
員
会
よ
り
、
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
に
対

し
て
四
十
九
の
命
題
よ
り
な
る
第
一
の
リ
ス
ト
が
届
き
、
さ
ら

に
五
十
九
の
命
題
か
ら
な
る
第
二
の
リ
ス
ト
が
た
だ
ち
に
送
り

つ
け
ら
れ
た
。
そ
れ
に
対
し
て
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
は
ケ
ル
ン
に
お

け
る
異
端
審
問
の
た
め
に
﹃
弁
明
書
﹄︵Rechtfertigungsschrift

︶

を
予
め
用
意
し
て
い
た
と
さ
れ
る
。
一
三
二
七
年
二
月
十
三
日

に
は
、
ケ
ル
ン
の
ド
ミ
ニ
コ
会
で
公
式
に
弁
明
す
る
。
し
か
し

委
員
会
は
一
三
二
七
年
一
月
二
十
四
日
付
の
教
皇
に
対
す
る
エ

ッ
ク
ハ
ル
ト
の
﹃
上
告
文
﹄
を
不
遜
と
し
、
二
月
二
十
二
日
付

の
回
答
で
審
問
を
中
止
し
な
い
旨
通
告
が
な
さ
れ
る
。
こ
の
文

書
の
日
付
が
、
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
の
生
前
に
確
認
で
き
る
最
後
の

も
の
と
な
る
。
ケ
ル
ン
で
の
審
理
を
そ
の
ま
ま
に
し
て
、
エ
ッ

ク
ハ
ル
ト
は
教
皇
庁
の
あ
る
南
仏
の
ア
ヴ
ィ
ニ
ヨ
ン
に
一
三
二

七
年
の
早
春
頃
に
赴
い
た
と
さ
れ
、
そ
こ
で
翌
一
三
二
八
年
一

月
二
十
八
日
に
歿
し
た
。
死
後
の
翌
年
一
三
二
九
年
三
月
二
十

七
日
、
教
皇
ヨ
ハ
ネ
ス
二
十
二
世
は
勅
書
﹃
主
の
耕
地
に
て
﹄

に
お
い
て
、
十
七
の
命
題
を
明
白
な
異
端
と
し
、
十
一
の
命
題

を
異
端
の
疑
い
の
あ
る
も
の
と
し
て
断
罪
し
た
の
で
あ
る
。
こ

れ
に
よ
っ
て
、
当
代
き
っ
て
の
神
学
者
で
あ
り
、
ド
イ
ツ
・
ド

ミ
ニ
コ
会
の
ト
ッ
プ
の
行
政
責
任
者
で
あ
り
、
か
つ
民
衆
の
カ

リ
ス
マ
的
司
牧
者
で
あ
っ
た
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
は
歴
史
の
表
舞
台

か
ら
忽
然
と
姿
を
消
す
こ
と
に
な
る
。
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２　

エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
の
「
始
原
と
終
極
の
同
一
」
論

　
　

と
永
平
道
元
の
「
修し
ゅ

証
し
ょ
う

一い
っ

等と
う

」
論

　

さ
て
、
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
は
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
に
生
き
た
一
ド

ミ
ニ
カ
ン
だ
が
、
そ
の
思
想
は
き
わ
め
て
哲
学
的
な
論
理
構
成

を
も
っ
て
お
り
、﹁
知
解
を
求
め
る
信
仰
﹂
と
い
う
カ
ン
タ
ベ

リ
ー
の
ア
ン
セ
ル
ム
ス
以
来
の
伝
統
に
立
つ
も
の
で
あ
る
。

　

エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
の
思
想
で
は
、
現
代
哲
学
で
は
扱
う
こ
と
の

な
い
神
の
身
分
と
し
て
の
﹁
永
遠
﹂
の
問
題
が
真
正
面
か
ら
取

り
組
ま
れ
て
い
る
。
神
学
的
に
構
成
さ
れ
る
中
世
の
ど
ん
な
言

説
に
お
い
て
も
、
と
く
に
神
論
で
は
、﹁
永
遠
﹂︵aeternitas

︶
に

関
す
る
把
握
が
、
主
題
化
さ
れ
て
い
る
か
い
な
い
か
に
関
わ
ら

ず
、
論
理
構
成
の
地
平
を
支
配
し
秩
序
づ
け
て
い
る
こ
と
に
変

わ
り
は
な
い
で
あ
ろ
う
。﹁
永
遠
﹂
は
﹁
恒
存
す
る
存
在
﹂︵esse 

perm
anens

︶
の
身
分
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
恒
存
す
る
存
在
の
﹁
在

り
方
﹂
を
規
定
す
る
﹁
尺
度
﹂︵m

ensura

︶い

　
が
﹁
永
遠
﹂
と
呼
ば

れ
る
。

　

し
か
し
こ
う
し
た
神
学
的
言
説
の
身
分
で
あ
る
﹁
永
遠
﹂
と

は
何
か
と
問
う
と
き
、
ト
マ
ス
・
ア
ク
ィ
ナ
ス
が
、
私
た
ち
は

単
純
な
も
の
の
認
識
に
入
る
の
に
は
複
合
的
な
も
の
に
よ
ら
ざ

る
を
得
な
い
が
、
そ
れ
と
同
じ
く
、
永
遠
の
認
識
に
入
る
に
は

時
間
︵tem

pus

︶
に
よ
る
ほ
か
は
な
いう、
と
語
っ
て
い
る
よ
う
に
、

時
間
の
本
質
認
識
に
基
づ
い
た
う
え
で
、
永
遠
の
考
察
に
着
手

す
る
と
い
う
手
続
き
を
踏
ま
ざ
る
を
得
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
に
、

永
遠
に
つ
い
て
の
多
く
の
言
表
は
、
時
間
把
捉
の
精
緻
な
分
析

に
基
づ
き
、
そ
れ
を
手
が
か
り
に
し
た
う
え
で
否
定
性
を
媒
介

と
し
た
高
度
に
抽
象
的
な
推
論
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
と
同
時

に
、
反
面
具
体
的
な
時
間
概
念
に
よ
る
相
互
矛
盾
的
な
、
一
種

弁
証
法
的
な
表
出
様
態
を
帯
び
て
い
る
こ
と
も
ま
た
事
実
で 

あ
る
。

　

と
く
に
マ
イ
ス
タ
ー
・
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
の
永
遠
の
把
握
は
、

こ
う
し
た
後
者
の
特
徴
を
驚
く
ほ
ど
に
は
っ
き
り
と
あ
ら
わ
し

て
い
る
。
そ
れ
は
、
時
間
が
流
転
す
る
私
た
ち
の
生
の
尺
度
で

あ
れ
ば
、
時
間
を
考
察
し
、
そ
の
知
見
を
踏
ま
え
て
そ
の
根
源

と
し
て
の
永
遠
を
推
論
し
、
そ
こ
か
ら
照
ら
し
出
さ
れ
た
時
間

の
意
味
を
生
き
る
こ
と
が
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
の
中
心
的
関
心
事
で

あ
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
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（
１
）
新
・
旧
両
聖
書
に
あ
る
「
初
め
に
」（in principio

）

の
解
釈

　

エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
の
永
遠
理
解
は
﹁
聖
書
解
釈
﹂
の
内
で
明
確

に
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
旧
約
聖
書
﹃
創
世
記
﹄
の
冒
頭
﹁
初

め
に
神
は
天
と
地
を
創
造
し
た
﹂︵
創
一
・
一
︶
と
あ
る
そ
の
﹁
初

め
﹂
と
、
新
約
聖
書
﹃
ヨ
ハ
ネ
に
よ
る
福
音
書
﹄
の
冒
頭
﹁
初

め
に
言
が
あ
っ
た
﹂
と
あ
る
そ
の
﹁
初
め
﹂
と
は
キ
リ
ス
ト
教

徒
に
と
っ
て
は
同
一
の
﹁
初
め
﹂
で
あ
る
こ
と
に
な
る
が
、
エ

ッ
ク
ハ
ル
ト
は
両
聖
書
に
あ
る
﹁
初
め
に
﹂
と
い
う
表
現
、
す

な
わ
ち
﹁
始
原
に
お
い
て
﹂︵in principio
︶
と
い
う
言
葉
は
、
神

自
身
の
内
に
お
い
て
、
と
い
う
こ
と
で
あ
るえ
と
語
る
。
さ
ら
に

﹃
創
世
記
注
解
﹄
で
は
、
こ
の
﹁
始
原
﹂︵principium
︶
と
は
﹁
神

が
存
在
し
﹂、﹁
天
地
創
造
が
な
さ
れ
﹂、﹁
神
的
ペ
ル
ソ
ナ
の
発

出
が
生
起
す
る
﹂
と
い
う
謂
わ
ば
ト
リ
ア
ー
デ
︵
三
重
︶
構
造
を

有
す
る
﹁
永
遠
の
今
﹂
で
あ
る
と
次
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
る
。

そ
の
内
で
﹁
神
が
天
と
地
を
創
造
し
た
﹂
始
原
︵principium

︶

と
は
、
永
遠
の
第
一
の
単
一
な
る
今
︵prim

um
 nunc sim

plex 

aeternitatis

︶
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
そ
れ
は
、
そ
の
内
に
お
い

て
神
が
永
遠
に
存
在
し
、
さ
ら
に
ま
た
、
そ
の
内
に
お
い

て
神
的
ペ
ル
ソ
ナ
の
流
出
が
永
遠
に
あ
り
、
あ
っ
た
し
、

ま
た
あ
る
で
あ
ろ
う
全
く
同
一
の
今
︵nunc

︶
で
あ
る
。お

　
﹁
永
遠
﹂
理
解
に
関
し
て
は
、
古
来
よ
り
、
ボ
エ
テ
ィ
ウ
ス
の

﹃
哲
学
の
慰
め
﹄
第
五
巻
に
あ
る
永
遠
の
定
義
、﹁
永
遠
と
は
、

果
て
し
な
き
生
命
の
、
同
時
に
全
体
的
な
、
完
全
な
所
有
で
あ

る
﹂︵aeternitas est interm

inabilis vitae tota sim
ul et perfecta 

possessio

︶
と
い
う
文
言
が
権
威
的
拠
り
所
と
さ
れ
て
き
た
。

　

ト
マ
ス
は
こ
の
ボ
エ
テ
ィ
ウ
ス
の
﹁
永
遠
に
つ
い
て
の
定
義
﹂

を
採
り
上
げ
、
こ
の
定
義
は
適
切
で
あ
る
か
と
い
う
問
題
を
立

て
、
こ
れ
を
肯
定
し
た
う
え
で
、
次
の
よ
う
な
永
遠
に
関
す
る

理
解
を
示
し
て
い
る
。

　

す
な
わ
ち
、
二
つ
の
点
よ
り
永
遠
は
知
ら
れ
る
と
さ
れ
る
。

第
一
に
は
、
永
遠
に
お
い
て
あ
る
と
こ
ろ
の
も
の
が
、﹁
果
て
し

な
き
も
の
﹂
で
あ
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
初
め
と
し
て
の
﹁
果
て
﹂

と
終
わ
り
と
し
て
の
﹁
果
て
﹂
と
を
欠
く
も
の
で
あ
る
と
い
う

点
か
ら
で
あ
り
、
第
二
に
は
、
永
遠
そ
の
も
の
が
、﹁
そ
の
全
体

が
同
時
に
存
在
す
る
も
の
﹂
と
し
て
、
継
次
を
欠
く
も
の
で
あ
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る
と
い
う
点
か
ら
で
あ
る
。か

　

ト
マ
ス
は
さ
ら
に
、
ボ
エ
テ
ィ
ウ
ス
の
永
遠
の
定
義
で
語
ら

れ
た
﹁
全
体
的
﹂
と
は
継
次
的
な
も
の
で
あ
る
﹁
時
間
﹂
を
排

除
す
る
た
め
で
あ
り
、﹁
完
全
な
﹂
と
は
不
完
全
で
あ
る
﹁
時
間

の
今
﹂︵nunnc tem

poris
︶
を
排
除
す
る
た
め
で
あ
る
と
説
明
し
て

い
る
。き

　

神
は
時
間
を
も
創
造
し
た
者
と
し
て
、
時
間
の
外
に
立
つ
。
し

か
し
、
キ
リ
ス
ト
教
の
信
仰
に
よ
れ
ば
、
神
は
万
物
を
創
造
し
終

え
、
永
遠
の
内
で
自
ら
が
創
造
し
た
世
界
と
も
は
や
関
わ
り
を
も

た
な
く
な
る
よ
う
な
神
で
は
な
く
、﹁
終
わ
り
の
時
代
わ
れ
わ
れ

の
た
め
、
わ
れ
わ
れ
の
救
い
の
た
め
に
、
受
肉
し
、
神
の
母
た
る

処
女
マ
リ
ア
か
ら
生
ま
れ
た
﹂︵﹁
カ
ル
ケ
ド
ン
信
経
﹂
四
五
一
年
︶

神
で
あ
り
、
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
十
字
架
の
死
そ
し
て
復
活
、

昇
天
の
後
、
弁
護
者
と
し
て
こ
の
世
界
に
遣
わ
さ
れ
た
聖
霊
と
し

て
の
神
で
も
あ
る
。
キ
リ
ス
ト
教
の
神
は
、﹁
神
わ
れ
ら
と
と
も

に
あ
り
﹂︵
イ
ン
マ
ヌ
エ
ル
︶
と
語
ら
れ
る
時
間
へ
の
徹
底
し
た
介

入
を
特
徴
と
す
る
永
遠
な
る
神
と
理
解
さ
れ
て
い
る
。

　

エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
も
﹁
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
間
的
に
生
じ
せ

し
め
る
の
で
あ
るく﹂
と
語
っ
て
い
る
。

　

す
な
わ
ち
神
の
業
は
唯
一
の
、
同
一
な
、
単
一
な
る
業
で
あ

る
の
で
、
永
遠
と
時
間
に
お
い
て
今
同
時
に
働
く
こ
と
に
な
る

と
し
、
そ
の
際
神
は
永
遠
に
お
い
て
永
遠
な
も
の
を
生
じ
せ
し

め
、
時
間
に
お
い
て
時
間
的
な
も
の
を
生
じ
せ
し
め
る
が
、
神

の
業
は
唯
一
の
、
同
一
な
、
単
一
な
る
業
で
あ
る
の
で
、
時
間

的
な
も
の
を
生
じ
せ
し
め
る
神
の
行
為
は
非
時
間
的
に
な
さ
れ

る
。
す
な
わ
ち
神
の
行
為
は
永
遠
と
時
間
に
お
い
て
同
時
に
な

さ
れ
る
が
、
そ
の
同
時
性
が
﹁
今
﹂
と
い
う
現
在
性
と
し
て
表

さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

　

こ
の
唯
一
の
、
同
一
な
、
単
一
な
る
業
を
神
が
働
く
場
、
永

遠
の
今
が
﹁
永
遠
の
第
一
の
単
一
な
る
今
﹂︵prim

um
 nunc 

sim
plex aeternitatis

︶
と
語
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
ト
リ
ア
ー
デ
構
造
を
有
す
る
﹁
永
遠
の
今
﹂
を
、
エ
ッ

ク
ハ
ル
ト
は
す
で
に
見
た
よ
う
に
﹁
始
原
﹂︵principium

︶
と
名

付
け
る
の
で
あ
る
が
、
さ
ら
に
ト
マ
ス
に
お
い
て
は
﹁
果
て
し

な
き
永
遠
﹂
と
は
﹁
初
め
﹂
と
﹁
終
わ
り
﹂
の
﹁
果
て
﹂
を
欠
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く
も
の
と
さ
れ
た
の
に
対
し
、
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
で
は
、﹁
一
般
に

は
、
終
極
は
始
原
に
対
応
し
て
い
るけ﹂
と
し
て
、﹁
神
は
存
在
と

し
て
第
一
の
も
の
に
し
て
究
極
の
も
の
で
あ
り
、﹃
始
原
に
し
て

終
極
﹄
で
あ
るこ﹂
と
、﹁
初
め
﹂
で
あ
る
﹁
始
原
﹂︵principium

︶
と
、

﹁
終
わ
り
﹂
で
あ
る
﹁
終
極
﹂︵finis

︶
と
が
重
ね
合
わ
さ
れ
る
の

で
あ
る
。

　

そ
の
う
え
で
、﹁
創
世
記
﹂
冒
頭
の
先
の
記
述
﹁
始
原
に
お
い

て
、
神
は
天
地
を
創
造
し
た
﹂︵
創
一
・
一
︶
を
次
の
よ
う
に
解

釈
す
る
。
す
な
わ
ち
﹁
そ
れ
ゆ
え
に
神
が
過
去
の
も
の
と
し
て

創
造
し
た
す
べ
て
の
も
の
を
、
神
は
始
原
の
う
ち
に
お
い
て
現

在
の
も
の
と
し
て
創
造
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
神
が
今
、
ち
ょ

う
ど
始
原
の
う
ち
に
お
い
て
の
よ
う
に
創
造
し
、
働
き
を
及
ぼ

す
も
の
は
、
神
は
同
時
に
完
了
し
た
過
去
の
う
ち
で
創
造
し
た

の
で
あ
るさ﹂
と
。

　

開
始
す
る
始
原
の
﹁
現
在
性
﹂
は
同
時
に
終
了
し
た
終
極
の

﹁
完
了
性
﹂
と
一
つ
に
重
ね
合
わ
さ
れ
る
の
で
あ
る
。﹁
始
原
と

終
極
の
同
一
﹂
と
い
う
永
遠
の
理
解
が
語
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　

さ
ら
に
﹁
終
極
と
始
め
と
が
同
一
の
と
こ
ろ
で
は
、
生
じ
る

の
も
、
生
じ
た
の
も
、
さ
ら
に
は
始
ま
る
の
も
、
完
了
し
た
の

も
必
然
的
に
同
時し﹂
で
あ
る
と
そ
の
事
態
が
説
明
さ
れ
る
。
エ

ッ
ク
ハ
ル
ト
は
続
い
て
、﹁
終
極
と
始
原
が
同
一
の
と
こ
ろ
に
お

い
て
は
、
つ
ね
に
業
は
そ
れ
自
身
の
た
め
に
存
在
す
る
の
で
あ

り
、
働
き
は
働
き
の
た
め
に
存
在
す
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
こ

れ
は
神
に
の
み
属
す
る
こ
と
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
神
的
で
あ

る
か
ぎ
り
で
の
神
的
な
も
の
に
属
す
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、

そ
れ
ら
に
お
い
て
は
、
花
と
実
が
同
一
な
の
で
あ
る
。﹃
私
の
花

は
実
で
あ
る
﹄︵
シ
ラ
書
二
四
・
二
三す︶﹂
と
﹁
シ
ラ
書
﹂
の
一
節

を
引
く
。

（
２
）「
私
の
花
は
実
で
あ
る
」（
シ
ラ
書
二
四
・
二
三
）

　

エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
が
引
用
し
た
こ
の
﹁
私
の
花
は
実
で
あ
る
﹂︵Et 

flores m
ei fructus.

︶
と
い
う
言
葉
は
ラ
テ
ン
語
訳 ‘BIBLIA 

VU
LG

ATA’  

の
﹁
シ
ラ
書
︹
集
会
の
書
︺﹂︵Liber ecclesiasticus

︶

に
あ
る
章
句せ
で
あ
る
が
、
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
は
﹁﹃
シ
ラ
書
﹄
第
二

四
章
第
二
三⊖

三
一
節
に
つ
い
て
の
説
教
と
講
解
﹂
の
中
で
、

こ
の
章
句
を
、
花
は
実
で
あ
り
、
花
は
実
の
う
ち
に
あ
り
、
実

は
花
の
う
ち
に
あ
るそ
と
理
解
し
た
う
え
で
、
花
と
実
と
が
同
一

で
あ
る
と
い
う
事
態
は
、
先
に
見
た
よ
う
に
本
来
的
な
意
味
に
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お
い
て
は
、
神
的
な
も
の
に
の
み
属
す
る
事
で
あ
るた
と
い
う
こ

と
を
確
認
、
強
調
し
て
い
る
。

　

私
た
ち
の
経
験
的
世
界
に
あ
っ
て
は
、﹁
花
﹂
は
﹁
実
﹂
の
原

因
で
あ
り
、﹁
実
﹂
は
﹁
花
﹂
の
結
果
で
あ
っ
て
、﹁
花
﹂
と
﹁
実
﹂

は
因
果
関
係
に
あ
る
と
一
般
に
は
受
け
取
ら
れ
て
い
る
。
つ
ま

り
結
実
と
い
う
事
象
の
た
め
に
開
花
と
い
う
事
象
が
あ
る
と
理

解
さ
れ
て
い
る
。
そ
う
し
た
経
験
的
知
見
に
対
し
、
原
因
と
結

果
の
同
一
い
わ
ば
﹁
因
果
一
如
﹂
と
い
う
事
態
が
も
ち
出
さ
れ

て
い
る
の
で
あ
る
。
因
果
律
を
あ
る
意
味
で
否
定
す
る
よ
う
な

こ
う
し
た
言
説
を
ど
の
よ
う
な
思
惟
構
造
の
下
で
理
解
す
る
か

が
問
題
と
な
る
の
で
あ
る
。

（
３
）
因
果
律

　

因
果
律ち
と
は
、
同
一
の
︵
原
因
と
い
わ
れ
る
︶
事
象
に
は
、
同

一
の
︵
結
果
と
い
わ
れ
る
︶
事
象
が
伴
う
と
い
う
こ
と
を
一
般
に

意
味
す
る
も
の
で
あ
る
。

　

因
果
律
を
語
る
と
き
、
あ
る
事
象
を
原
因
と
名
付
け
、
あ
る

事
象
を
結
果
と
名
付
け
る
が
、
し
か
し
厳
密
に
は
原
因
と
さ
れ

る
事
象
と
結
果
と
さ
れ
る
事
象
の
間
に
は
そ
の
間
を
つ
な
ぐ
一

連
の
事
象
の
系
列
と
い
う
も
の
が
存
在
す
る
。

　

現
実
態
に
あ
る
も
の
が
原
因
と
な
る
と
い
う
ア
リ
ス
ト
テ
レ

ス
の
考
え
方
か
ら
す
れ
ば
、
原
因
と
さ
れ
る
事
象
は
結
果
と
さ

れ
る
事
象
に
接
し
て
い
な
い
な
ら
ば
、
結
果
が
起
る
と
き
は
す

で
に
原
因
と
さ
れ
る
事
象
は
消
滅
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
の
で

真
の
原
因
と
は
な
り
得
な
い
こ
と
に
な
る
。
真
の
結
果
は
真
の

原
因
に
接
す
る
事
象
だ
け
で
あ
っ
て
、
突
き
詰
め
れ
ば
、
共
に

一
瞬
に
お
け
る
事
象
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　

と
こ
ろ
が
一
瞬
に
お
け
る
事
象
が
接
す
る
と
い
う
こ
と
は
、

空
間
・
時
間
的
に
重
な
る
、
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
。
す
な

わ
ち
、
真
の
原
因
と
真
の
結
果
は
同
じ
場
所
に
同
時
に
起
ら
ね

ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。
と
こ
ろ
が
こ
れ
で
は
、
原
因
が
空

間
的
に
そ
し
て
時
間
的
に
伝
わ
り
よ
う
が
な
い
こ
と
に
な
っ
て

し
ま
う
。

　

こ
の
こ
と
は
、
原
因
、
結
果
、
そ
し
て
因
果
関
係
と
は
、
一

般
に
は
、
無
数
に
近
い
事
象
の
系
列
を
見
る
一
種
恣
意
的
な
任

意
の
形
式
に
ほ
か
な
ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。

因
果
律
が
素
粒
子
の
世
界
に
お
い
て
は
一
般
に
成
り
立
た
な
い

こ
と
は
、
今
日
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
素
粒
子
の
世
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界
で
は
因
果
律
の
普
通
妥
当
性
を
主
張
す
る
因
果
的
決
定
論
は

排
さ
れ
、
そ
れ
に
代
わ
っ
て
確
率
決
定
論
が
有
効
と
さ
れ
て
い

る
と
い
う
現
状
が
あ
る
。

　

結
論
的
に
言
う
な
ら
ば
、
因
果
律
は
、
現
実
そ
の
も
の
に
内

在
す
る
原
理
と
み
る
よ
り
は
、
マ
ク
ロ
的
世
界
を
理
解
す
る
一

つ
の
形
式
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
形
式
は
因
果
関
係
を
想

定
す
る
当
事
者
の
問
題
意
識
に
強
く
依
存
し
て
い
る
と
い
う
こ

と
に
な
る
。

　

と
す
る
な
ら
ば
、
因
果
律
は
そ
の
内
実
に
お
い
て
、
歴
史
的
・

社
会
的
諸
条
件
に
よ
っ
て
根
本
的
に
規
定
さ
れ
て
い
る
イ
デ
オ

ロ
ギ
ー
と
い
う
側
面
、
信
念
と
し
て
の
思
想
と
い
う
側
面
を
も

つ
も
の
で
あ
る
と
理
解
す
る
こ
と
も
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
と
す

れ
ば
、
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
の
﹁
因
果
同
一
の
論
﹂
は
キ
リ
ス
ト
教

の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
通
念
を
一
種
破
壊
す
る
力
を
有
す
る
も
の

で
あ
る
可
能
性
が
あ
る
と
い
え
る
。

　

す
な
わ
ち
神
の
働
き
が
﹁
永
遠
の
今
﹂
で
あ
る
﹁
始
原
﹂
に

お
け
る
働
き
と
受
け
取
る
限
り
、
し
か
も
﹁
始
原
﹂
と
﹁
終
極
﹂

が
同
一
で
あ
る
限
り
、﹁
私
の
花
は
実
で
あ
る
﹂
と
い
う
事
態
が

神
の
働
き
に
は
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
﹁
因
果
同
一

の
思
惟
の
枠
組
み
﹂
こ
そ
が
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
の
全
思
想
に
一
種

の
知
恵
の
構
造
を
付
与
し
て
い
る
も
の
な
の
で
あ
る
。

　

そ
の
一
例
を
以
下
で
紹
介
し
て
み
た
い
。
ま
た
比
較
思
想
的

観
点
か
ら
道
元
の
説
く
﹁
修
証
一
等
﹂
に
も
触
れ
て
み
た
い
。

（
４
）
因
果
同
一
の
思
惟
の
枠
組
み

　

エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
の
﹃
創
世
記
注
解
﹄
の
中
で
は
次
の
よ
う
に

語
ら
れ
て
い
る
。

す
べ
て
の
作
用
を
及
ぼ
す
も
の
は
、
働
い
て
し
ま
っ
て
い

る
こ
と
の
う
ち
で
休
息
す
る
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
神
に

お
い
て
は
、
働
く
こ
と
は
働
い
て
し
ま
っ
て
い
る
こ
と
で

あ
り
、
そ
れ
と
い
う
の
も
、
神
は
目
的
で
あ
る
と
同
時
に

始
原
だ
か
ら
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
神
は
、
本
来
的
に
は
、

そ
の
働
き
に
お
い
て
働
き
な
が
ら
休
息
し
て
い
る
。つ

さ
ら
に
﹃
シ
ラ
書
講
解
﹄
の
中
で
は
旧
約
の
章
句
﹁
神
は
な
し

遂
げ
ら
れ
た
す
べ
て
の
業
か
ら
休
息
さ
れ
た
﹂︵
創
二
・
二
︶、
が

引
か
れ
、
ラ
テ
ン
語
訳
で
用
い
ら
れ
て
い
るab

と
い
う
前
置
詞
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を
理
由
の
意
味
に
と
っ
た
う
え
で
次
の
よ
う
な
解
釈
が
展
開
さ

れ
て
い
る
。

た
だ
た
ん
に
﹁
業
に
お
い
て
﹂
と
は
言
わ
れ
て
お
ら
ず
、﹁
業

か
ら
﹂︵ab opere
︶
と
言
わ
れ
て
い
る
。
と
い
う
の
は
、
働

く
こ
と
そ
の
も
の
が
神
と
神
的
な
も
の
に
と
っ
て
は
、
実

だ
か
ら
で
あ
る
。
働
く
こ
と
そ
の
も
の
が
休
ま
し
め
る
の

で
あ
り
、
働
く
こ
と
か
ら
︵ab opere

︶
休
息
は
与
え
ら
れ
、

授
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
徳
の
あ
る
神
的
な
人
に
と
っ
て

は
、
有
徳
的
に
働
く
こ
と
そ
の
も
の
が
生
命
で
あ
り
、
生

き
る
こ
と
で
あ
る
。て

通
常
の
作
用
者
は
働
き
終
わ
っ
た
こ
と
で
休
息
す
る
が
、
神
に

お
い
て
は
働
き
に
着
手
す
る
こ
と
と
、
働
き
を
完
了
す
る
こ
と

と
は
同
一
で
あ
る
の
で
、
働
い
て
い
る
こ
と
が
休
息
し
て
い
る

こ
と
で
あ
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
は
、
神
は

被
造
物
に
お
け
る
す
べ
て
の
働
き
の
始
原
で
あ
り
、
目
的
で
あ

ると
と
語
り
、
さ
ら
に
論
を
神
的
な
人
間
の
有
徳
的
行
為
へ
と
展

開
し
て
い
く
。

し
た
が
っ
て
注
目
す
べ
き
こ
と
は
、
有
徳
的
な
人
に
と
っ

て
は
有
徳
的
に
働
く
と
い
う
こ
と
自
体
が
実
な
の
で
あ
っ

て
、
働
い
て
し
ま
っ
て
い
る
こ
と
が
そ
う
な
の
で
は
な
い

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
徳
と
善
と
は
働
き

の
う
ち
に
存
す
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
働
い
て
し

ま
っ
て
い
る
こ
と
は
、
も
し
働
い
て
し
ま
っ
て
い
る
こ
と

が
働
く
こ
と
で
は
な
く
、
実
が
花
で
は
な
い
な
ら
ば
、
け

っ
し
て
徳
の
実
で
は
な
い
。な

つ
ま
り
有
徳
な
人
が
働
く
と
き
、
そ
の
働
き
の
結
果
、
徳
や
善

が
結
実
し
顕
れ
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
働
き
自
体
が
徳
の
実
な

の
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
働
き
は
働
き
の
た
め
に
存
在
す
る
の
で

あ
っ
て
、
有
徳
な
働
き
は
、
そ
の
働
き
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ

る
結
果
が
目
的
で
は
な
い
と
語
ら
れ
る
。

　

つ
ま
り
、
人
間
の
有
徳
的
な
働
き
は
神
が
始
原
と
な
り
、
す

な
わ
ち
、
花
で
あ
る
手
段
・
着
手
は
神
自
身
に
よ
る
も
の
で
な

く
て
は
な
ら
ず
、
さ
ら
に
神
が
実
で
あ
る
目
的
と
な
ら
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
、
つ
ま
り
、
神
的
な
人
間
の
有
徳
的
行
為
も
神
が

着
手
し
、
神
が
完
了
す
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
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る
。
し
か
も
神
に
お
い
て
は
始
原
と
目
的
︵
終
極
︶、
花
と
実
と

は
同
一
で
あ
る
の
で
、
手
段
で
あ
る
行
為
︵
花
︶
が
目
的
︵
実
︶

そ
の
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
の
手
段
で
あ
る
行
為
︵
花
︶
は
そ

の
も
の
の
外
に
目
的
︵
実
︶
を
も
た
な
い
と
い
う
意
味
で
、﹁
何

故
︵quare
︶
の
な
い
行
為
﹂
で
あ
る
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ

ゆ
え
、
次
の
よ
う
に
語
ら
れ
る
。

だ
れ
か
が
命
に
向
っ
て
千
年
も
の
間
、﹁
あ
な
た
は
な
ぜ
生

き
る
の
か
﹂
と
問
い
つ
づ
け
る
と
し
て
も
、
も
し
命
が
答
え

る
こ
と
が
で
き
る
な
ら
ば
、﹁
わ
た
し
は
生
き
る
が
ゆ
え
に

生
き
る
﹂
と
い
う
以
外
答
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
命

が
命
自
身
の
根
底
か
ら
生
き
、
自
分
自
身
か
ら
豊
か
に
湧
き

出
で
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
命
は
そ
れ
自
身

を
生
き
る
ま
さ
に
そ
の
と
こ
ろ
に
お
い
て
、
な
ぜ
と
い
う
問

な
し
に
生
き
る
の
で
あ
る
。
も
し
、
だ
れ
か
が
、
自
分
自
身

の
根
底
か
ら
働
く
、
真
理
を
得
た
人
に
、﹁
な
ぜ
あ
な
た
は
、

あ
な
た
の
業
を
な
す
の
か
﹂
と
問
う
な
ら
ば
、
こ
れ
に
正
し

く
答
え
よ
う
と
す
れ
ば
こ
の
人
は
こ
う
い
う
他
は
な
い
で
あ

ろ
う
。﹁
わ
た
し
は
、
働
く
が
ゆ
え
に
働
く
﹂
とに。　

さ
ら
に
﹃
三
部
作
へ
の
全
般
的
序
文ぬ﹄
の
中
で
は
﹁﹃
神
が
創
造

し
た
﹄
の
は
確
か
に
過
去
で
あ
る
が
、
し
か
し
神
は
常
に
創
造

の
﹃
始
原
に
﹄
お
り
、
創
造
し
始
め
て
い
る
の
で
あ
るね﹂
と
し
て
、

﹁
創
造
と
す
べ
て
の
神
の
業
は
、
創
造
の
始
ま
り
の
瞬
間
に
お
い

て
、
た
だ
ち
に
同
時
に
、
完
了
し
て
い
た
の
で
あ
り
、
終
了
し

て
い
た
の
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
神
は
﹃
初
め
に
創
造
し
た
﹄

と
言
わ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
過
去
完
了
︹
完
了
︺
の
時
制
の

動
詞
で
あ
る
か
ら
で
あ
るの﹂
と
、
聖
書
記
述
の
文
法
的
時
制
に

依
拠
し
て
、
完
了
性
と
始
原
性
の
同
一
を
語
る
。
終
り
と
始
め

と
が
同
一
で
あ
る
と
こ
ろ
で
は
、
生
じ
る
の
も
、
生
じ
た
の
も
、

さ
ら
に
は
始
ま
る
の
も
、
完
了
し
た
の
も
必
然
的
に
同
時
で
あ

る
こ
と
に
な
る
。は

　
﹁
終
極
﹂
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
創
造
は
す
で
に
完
了
し
て
い
る

こ
と
に
な
る
が
、
同
時
に
第
一
の
始
原
性
に
よ
り
﹁
絶
え
ず
創

造
し
つ
つ
あ
る
﹂
と
い
う
仕
方
で
創
造
に
新
た
に
着
手
し
始
め

つ
づ
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
﹁
第
一
の
始
原

性
﹂
と
﹁
最
後
の
終
極
性
﹂
の
一
致
に
よ
り
、
業
は
時
間
に
お

い
て
は
﹁
不
断
の
反
復
性
﹂
を
獲
得
し
、﹁
継
続
的
創
造
﹂︵creatio 

continua
︶
お
よ
び
﹁
継
続
的
誕
生
﹂︵generatio continua

︶
が
説
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か
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。ひ

　

要
点
を
ま
と
め
る
な
ら
ば
、﹁
私
の
花
は
実
で
あ
る
﹂
と
い
う

﹁
因
果
一
如
﹂
の
理
解
は
﹁
始
原
と
終
極
の
同
一
﹂
で
あ
る
﹁
永

遠
の
今
﹂
に
お
け
る
﹁
神
の
働
き
﹂
を
﹁
時
間
の
生
﹂
の
観
点

か
ら
捉
え
た
智
恵
の
表
出
と
い
え
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
う

し
た
﹁
私
の
花
は
実
で
あ
る
﹂
と
い
う
事
態
は
本
来
﹁
神
に
の

み
属
す
る
こ
と
﹂
で
あ
る
が
、
さ
ら
に
﹁
神
的
で
あ
る
か
ぎ
り

で
の
神
的
な
も
の
に
属
す
る
﹂
と
語
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、

人
間
が
﹁
神
的
な
も
の
﹂
に
関
わ
る
限
り
、
そ
の
限
り
に
お
い

て
こ
う
し
た
事
態
は
人
間
の
あ
る
べ
き
規
範
的
事
態
と
し
て
要

請
さ
れ
る
も
の
と
な
る
の
で
あ
る
。
そ
う
し
た
観
点
か
ら
エ
ッ

ク
ハ
ル
ト
は
神
的
人
間
の
有
徳
な
行
為
を
語
り
、
そ
れ
が
﹁
何

故
な
き
行
為
﹂
で
あ
る
こ
と
に
言
及
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ

う
し
た
観
点
か
ら
、
次
に
永
平
道
元
︵
一
二
〇
〇⊖

一
二
五
四
年
︶

の
﹁
修
証
一
等
﹂
と
い
う
主
張
に
目
を
向
け
て
み
た
い
。

（
５
）
道
元
の
「
修し
ゅ

証し
ょ
う

一い
っ

等と
う

」

　

こ
れ
ま
で
見
て
き
た
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
の
﹁
私
の
花
は
実
で
あ

る
﹂
と
い
う
聖
書
箇
所
に
関
す
る
解
釈
は
、
ま
さ
し
く
永
平
道

元
の
説
く
﹁
修
証
一
等
﹂
と
い
う
教
え
と
響
き
合
う
も
の
が
あ

る
。﹁
修
証
﹂
と
は
一
般
に
修
行
と
証
悟
の
意
味
で
、﹁
修
﹂
と
は
、

身
を
お
さ
め
る
こ
と
で
因
︵
原
因
︶
に
当
た
り
、﹁
証
﹂
と
は
そ

の
果
︵
結
果
︶
で
心
を
さ
と
る
こ
と
で
あ
る
と
通
常
さ
れ
て
い
る
。

﹁
修
証
﹂
と
は
そ
れ
ゆ
え
、
身
修
心
証
、
修
因
証
果
を
意
味
す
る
。

つ
ま
り
通
常
は
原
因
と
し
て
の
修
行
が
結
果
と
し
て
の
﹁
証
悟
﹂

を
生
む
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
道
元
は
﹁
修
証
﹂
は
別
な
も

の
で
は
な
く
﹁
一
等
﹂、
同
じ
も
の
で
あ
る
と
説
く
の
で
あ
る
。

そ
れ
修
證
は
ひ
と
つ
に
あ
ら
ず
と
お
も
へ
る
、
す
な
は
ち

外げ

衟だ
う

の
見
な
り
、
佛
法
に
は
、
修
證
こ
れ
一
等
な
り
。
い

ま
も
證
上
の
修
な
る
ゆ
ゑ
に
．
初
心
の
辦
衟
す
な
は
ち
本

證
の
全
體
な
り
。
か
る
が
ゆ
ゑ
に
、
修
行
の
用
心
を
さ
づ

く
る
に
も
．
修
の
ほ
か
に
證
を
ま
つ
お
も
ひ
な
か
れ
と
を

し
ふふ。︹
正
法
眼
藏
辦
衟
話
︺

︹
現
代
語
訳へ︺
そ
も
そ
も
、
修
行
と
そ
の
証あ
か
しと
し
て
の
悟
り

が
一
つ
の
も
の
で
は
な
い
と
思
っ
て
い
る
の
は
、
す
な
わ

ち
外
道
︵
仏
教
以
外
︶
の
考
え
で
あ
る
。
仏
法
で
は
修
行
と

証さ
と
りは
一
つ
で
あ
る
。
今
も
証さ
と
り
の
上
で
の
修
行
で
あ
る
ゆ
え
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に
、
初
心
で
す
る
坐
禅
弁
道
が
そ
の
ま
ま
本
来
の
証さ

と
り
の
全

体
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
修
行
の
用
心
を
授
け
る
と

き
に
も
、
修
行
の
ほ
か
に
証さ

と
り
を
期
待
す
る
気
持
ち
が
あ
っ

て
は
な
ら
な
い
と
教
え
る
の
で
あ
る
。

道
元
に
お
け
る
﹁
修
証
一
等
﹂
の
眼
目
は
、
坐
禅
は
証
悟
の
た

め
の
原
因
手
段
で
は
な
く
、
証
悟
は
坐
禅
の
結
果
目
的
で
は
な

い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
坐
禅
が
証
悟
を
目
的
と
し
て
も
た
な

い
限
り
、
坐
禅
に
終
着
点
は
な
い
。
只
管
打
坐
と
い
う
こ
と
が

あ
る
だ
け
で
あ
る
。
そ
の
只
管
打
坐
が
本
来
の
証さ

と
り
の
全
体
で
あ

り
、
修
の
ほ
か
に
証さ

と
りは
な
い
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
﹃
臨
済
録
﹄︵
臨
済
慧
照
禅
師
語
録
︶﹁
上
堂
﹂
に
も
﹁
上
堂
。
云
、

有
一
人
、
論
劫
在
途
中
、
不
離
家
舎
、
有
一
人
、
離
家
舎
、
不

在
途
中
﹂︵
上
堂
。
云
く
、
一い
ち

人に
ん

有
り
、
劫こ
う

を
論
じ
て
途
中
に
在
っ
て

家
舎
を
離
れ
ず
。
一い
ち

人に
ん

有
り
、
家
舎
を
離
れ
て
途
中
に
在
ら
ず
︶ほ、
と
あ

る
。﹁
家
舎
﹂
を
本
分
の
田
地
、
平び

ょ
う
ど
う等の
世
界
、
証
悟
と
し
、﹁
途

中
﹂
と
は
機き

用ゆ
う

、
差
別
の
世
界
、
修
行
と
取
れ
ば
、﹁
途
中
に
在

っ
て
家
舎
を
離
れ
ず
﹂
と
は
、
本
分
即
機
用
、
平
等
即
差
別
、

証
悟
即
修
行
、
と
い
う
仏
教
的
智
恵
の
論
理
枠
組
み
を
確
認
す

る
こ
と
に
な
る
。﹁
家
舎
を
離
れ
て
途
中
に
在
ら
ず
﹂
と
は
本

分
・
機
用
、
平
等
・
差
別
、
証
悟
・
修
行
と
い
っ
た
二
元
相
対

の
世
界
を
も
超
え
た
、
没も

っ
し
ょ
う
せ
き

蹤
跡
の
向
上
の
子
細
と
い
え
る
。

　

つ
ま
り
﹁
私
の
花
は
実
で
あ
る
﹂
と
い
う
章
句
で
表
さ
れ
て

い
る
﹁
因
果
同
一
論
﹂
は
そ
れ
ぞ
れ
の
宗
教
的
叡
智
を
表
出
す

る
に
相
応
し
い
共
通
の
思
惟
枠
組
み
を
提
供
し
て
い
る
と
言
え

る
の
で
あ
る
。

　

こ
こ
で
再
び
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
に
戻
り
、
こ
れ
ま
で
見
て
き
た

﹁
因
果
一
如
﹂
の
論
理
構
造
が
基
礎
と
な
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る

﹁
イ
エ
ス
に
お
け
る
受
肉
﹂
理
解
を
検
討
し
て
み
る
こ
と
に
す
る
。

３　

エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
の
「
イ
エ
ス
に
お
け
る
受
肉
」

　

論
と
涅
槃
経
の
「
一い
っ

切さ
い

衆し
ゅ

生
じ
ょ
う

悉し
つ

有う

仏ぶ
っ

性し
ょ
う」
論

　

エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
は
﹃
ヨ
ハ
ネ
福
音
書
﹄︵
一
・
一
四
︶
の
記
述
、﹃
新

共
同
訳
﹄
で
は
﹁
言こ

と
ばは
肉
と
な
っ
て
、
私
た
ち
の
間
に
宿
ら
れ
た
﹂

と
い
う
ロ
ゴ
ス
の
受
肉
の
箇
所
を
﹁
言こ

と
ばは
肉
と
な
っ
て
、
私
た
ち

の
内
に
住
ん
だ
﹂︵Verbum

 caro factum
 est et habitavit in nobis.

︶

と
ウ
ル
ガ
ー
タ
訳
に
し
た
が
っ
て
内
面
的
な
出
来
事
と
し
て
文
字

通
り
に
受
け
取
る
。
そ
の
う
え
で
次
の
よ
う
に
義
解
す
る
。
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﹁
私
た
ち
は
神
の
子
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
こ
と
は
ま
だ
顕

れ
て
い
な
い
﹂︵
一
ヨ
ハ
三
・
二
︶、﹁
子
供
は
い
な
い
﹂︵
創

三
七
・
三
〇
︶。
像
が
、
木
材
な
い
し
は
石
か
ら
何
も
変
化

さ
せ
る
こ
と
な
く
、
た
だ
浄
化
す
る
︵expurgare

︶
の
み
で
、

取
り
除
く
︵excidere
︶
だ
け
で
導
き
出
さ
れ
る
と
き
に
、
私

た
ち
は
範
例
を
見
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
が
芸
術
家
の
手

に
よ
っ
て
導
き
出
さ
れ
る
な
ら
ば
、
像
が
顕
れ
︵apparere

︶、

輝
き
出
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
私
た
ち
の
下
に
お
い
て
も
、

表
面
を
覆
い
、
表
面
に
書
か
れ
て
い
る
も
の
は
、
私
た
ち

が
そ
れ
で
あ
る
も
の
が
顕
れ
る
の
を
妨
げ
て
い
る
の
で
あ

り
、
私
た
ち
が
そ
れ
で
あ
る
こ
と
に
気
づ
く
︵sentire

︶
の

を
妨
げ
る
の
で
あ
る
。﹁
私
た
ち
は
神
の
子
で
あ
る
﹂、
し

か
し
そ
の
こ
と
は
顕
れ
て
い
な
い
︵non apparere

︶
と
言
わ

れ
て
い
る
。ま

さ
ら
に
次
の
よ
う
に
語
ら
れ
て
い
る
。

彼
が
顕
れ
た
と
き
に
は
、
わ
た
し
た
ち
は
彼
に
似
た
者
に

な
る
、
す
な
わ
ち
︹
神
の
︺
似
像
に
よ
っ
て
﹁
わ
た
し
た

ち
は
神
の
子
ら
で
あ
り
﹂︵
一
ヨ
ハ
三
・
二
︶
罪
を
犯
す
こ
と

に
よ
っ
て
も
、﹁
人
は
︹
神
の
︺
像
に
留
ま
る
﹂︵
詩
三
八
・

七
︶。﹁
し
か
し
そ
れ
は
顕
れ
て
い
な
い
﹂、
と
い
う
の
は
、

そ
れ
は
罪
に
よ
っ
て
覆
わ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。﹁
し
か

し
露あ

ら
わに
な
っ
た
顔
と
と
も
に
﹂、﹁
彼
が
顕
れ
た
と
き
に
は
﹂

︵
二
コ
リ
三
・
一
八
︶、
恩
恵
に
よ
っ
て
︹
神
の
︺
像
が
新
た

に
形
成
さ
れ
て
、﹁
わ
た
し
た
ち
は
彼
に
似
た
者
と
な
る
で

あ
ろ
う
﹂︵
一
ヨ
ハ
三
・
二
︶。み

で
は
芸
術
家
の
例
で
語
ら
れ
た
﹁
像
が
顕
れ
、
輝
き
出
る
﹂
と

き
と
は
い
つ
で
あ
る
か
、
さ
ら
に
﹁
し
か
し
露
わ
に
な
っ
た
顔

と
と
も
に
、
彼
︵
神
の
子
︶
が
顕
れ
た
と
き
﹂︵
二
コ
リ
三
・
一
八
︶

﹁
我
々
は
彼
に
似
た
者
に
な
る
で
あ
ろ
う
﹂︵
一
ヨ
ハ
三
・
二
︶
と

い
う
そ
の
と
き
と
は
い
つ
で
あ
ろ
う
か
。
芸
術
家
の
例
示
の
文

脈
に
沿
う
な
ら
ば
、
私
た
ち
の
精
神
が
あ
ら
ゆ
る
我
意
我
欲
か

ら
浄
化
さ
れ
、
す
べ
て
の
被
造
物
と
自
分
自
身
に
囚
わ
れ
る
こ

と
の
な
い
精
神
の
在
り
方
に
立
ち
至
っ
た
と
き
、
す
な
わ
ち
エ

ッ
ク
ハ
ル
ト
の
説
く
﹁
離
脱
し
た
魂
﹂
で
あ
る
と
き
、
そ
の
と

き
お
の
お
の
の
魂
の
内
で
神
の
子
が
誕
生
す
る
と
説
か
れ
る 



318

の
で
、
こ
の
﹁
魂
の
内
に
お
け
る
神
の
子
の
誕
生
﹂
の
と
き
で

あ
る
、
と
理
解
す
る
の
が
自
然
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
こ
の
問
い

に
対
し
て
は
答
え
を
保
留
し
、
最
後
で
別
の
可
能
的
解
を
提
示

す
る
こ
と
を
試
み
た
い
。

　

さ
て
、
上
の
引
用
︵
注
31
︶
に
続
い
て
、
た
と
え
人
が
罪
を
犯

し
た
と
し
て
も
、﹁︹
神
の
︺
像
﹂︵im

ago

︶
と
は
、そ
の
内
で
﹁
人

が
留
ま
る
﹂
本
性
に
関
わ
っ
て
い
る
の
に
対
し
て
、﹁︹
神
の
︺

似
姿
﹂︵sim

ilitudo

︶
と
は
恩
恵
に
関
わ
っ
て
お
り
、
恩
恵
に
よ

っ
て
﹁︹
神
の
︺
像
﹂︵im

ago
︶
が
再
び
そ
れ
に
よ
っ
て
形
成
さ

れ
る
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
り
、﹁︹
神
の
︺
像
﹂︵im

ago

︶
が
顕
れ

る
た
め
の
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。む

　

こ
う
し
た
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
の
解
釈
は
、
ギ
リ
シ
ア
教
父
以
来

の
﹁
神
の
似
姿
﹂
成
就
を
目
指
す
テ
オ
ー
シ
ス
の
伝
統
と
は
幾

分
ニ
ュ
ア
ン
ス
の
異
な
る
も
の
に
映
る
。

　

と
い
う
の
も
、
恩
恵
に
よ
っ
て
﹁
似
姿
﹂︵sim

ilitudo

︶
が
つ

ま
り
﹁
神
の
子
﹂
が
成
ず
る
が
、
し
か
し
﹁
似
姿
﹂︵sim

ilitudo

︶

が
最
終
目
的
で
は
な
く
、
そ
れ
は
﹁︹
神
の
︺
像
﹂
が
再
び
形
成

さ
れ
︵reform

ari

︶
顕
わ
れ
る
︵apparare

︶
た
め
で
あ
る
と
さ
れ

て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
問
題
は
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
が
﹁︹
神
の
︺
像
﹂

︵im
ago D

ei

︶
と
い
う
こ
と
を
ど
の
よ
う
に
理
解
し
て
い
る
か
で

あ
る
。

（
１
）Im

ago D
ei

理
解

　

エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
の
理
解
で
は
、﹁
神
の
像
﹂
と
は
、
知
性

︵intellectus

︶
や
自
由
意
志
︵liberum

 arbitrium

︶
と
い
う
魂
の
能

力
に
限
定
さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
よ
り
広
く
人
間
的
本
性
全

体
に
関
わ
る
問
題
と
し
て
次
の
様
に
捉
え
ら
れ
て
い
る
。

　

人
間
は
、
神
の
一
な
る
全
的
な
実
体
の
像
に
則
し
て
︵ad 

im
aginem

 totius unius substantiae dei

︶
造
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、

ま
た
一
な
る
全
的
な
も
の
に
基
づ
い
て
︵sub ratione unius totius

︶

存
在
の
う
ち
へ
と
産
み
出
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
神
に
似

た
も
の
に
帰
す
る
こ
と
が
人
間
を
満
足
さ
せ
る
の
で
は
な
く
、

人
間
が
出
て
き
た
一
へ
と
帰
還
す
る
こ
と
の
み
が
人
間
を
満
足

さ
せ
る
の
で
あ
るめ
と
、﹁
流
れ
は
そ
こ
か
ら
出
て
き
た
場
所
へ
と

還
帰
す
る
﹂︵
コ
ヘ
一
・
七
︶
と
い
う
聖
書
箇
所
と
ボ
エ
テ
ィ
ウ
ス

の
言
葉
﹁
す
べ
て
の
も
の
は
そ
れ
ら
の
還
帰
に
喜
び
を
覚
え
て

い
る
﹂︵﹃
哲
学
の
慰
め
﹄
第
三
巻も︶
を
援
用
し
て
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
は

述
べ
て
い
る
。﹁
私
た
ち
は
三
位
一
体
全
体
の
像
に
し
た
が
っ
て
﹂
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︵ad im
aginem

 totius trinitatis

︶や

　
創
造
さ
れ
、
存
在
し
て
い
る
と
も

語
ら
れ
る
。

　

こ
う
し
た
魂
の
有
す
る
本
質
的
・
本
来
的
高
貴
さ
と
い
う
こ

と
が
旧
約
の
﹁
創
世
記
﹂
に
お
け
る
人
間
創
造
の
エ
ッ
ク
ハ
ル

ト
的
解
釈
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

　

す
な
わ
ち
﹁
神
は
神
の
全
て
の
神
性
を
た
ず
さ
え
て
魂
の
根

底
に
い
るゆ﹂
と
い
う
﹁
ド
イ
ツ
語
著
作
﹂
で
繰
り
返
し
説
か
れ

て
い
る
言
説
、
す
な
わ
ち
﹁
人
間
は
内
在
的
超
越
と
し
て
の
神

を
宿
し
て
い
る
﹂
と
い
う
人
間
理
解
は
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
の
以
上

の
よ
う
な
﹁
神
の
像
﹂︵im

ago D
ei

︶
解
釈
に
基
づ
く
言
説
で
あ

る
と
言
え
る
の
で
あ
る
。

（
２
）
人
間
本
性
理
解
─
イ
ン
マ
ヌ
エ
ル
と
い
う
観
点
か
ら
─

　

エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
は
﹁
ヨ
ハ
ネ
福
音
書
﹂
に
従
っ
て
、﹁
長
子
﹂

︵prim
ogenitus

︶
で
あ
る
キ
リ
ス
ト
が
﹁
誕
生
﹂︵generatio

︶
に
よ

っ
て
子
で
あ
る
の
に
対
し
て
、﹁
養
子
た
ち
﹂︵filii adoptivi

︶
で

あ
る
私
た
ち
は
﹁
再
誕
生
﹂︵regeneratio

︶
に
よ
っ
て
﹁
子
ら
﹂

で
あ
るよ
と
理
解
す
る
。
こ
の
再
誕
生
と
い
う
事
態
が
エ
ッ
ク
ハ

ル
ト
の
説
く
﹁
魂
の
内
に
お
け
る
神
︹
の
子
︺
の
誕
生
﹂
教
説

で
あ
る
こ
と
に
な
る
。

　

エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
は
﹁
し
か
し
、
言こ

と
ばは
、
自
分
を
受
け
入
れ
た
人
、

そ
の
名
を
信
じ
る
人
々
に
は
神
の
子
と
な
る
資
格
を
与
え
た
﹂

︵
ヨ
ハ
一
・
一
二
︶
と
い
う
箇
所
を
義
解
し
て
﹁
キ
リ
ス
ト
の
、
神

の
子
の
受
肉
の
第
一
の
実
り
は
、
人
間
は
、︹
神
の
︺
養
子
と
い

う
恩
恵
を
つ
う
じ
て
、
人
間
が
自
然
本
性
に
よ
っ
て
そ
れ
で
あ
る

と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
るら﹂
と
語
る
。
つ
ま
り

人
間
は
恩
恵
に
よ
り
神
の
養
子
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
通
じ
て
、

人
間
が
そ
れ
に
よ
っ
て
人
間
で
あ
る
そ
の
自
然
本
性
を
受
け
取
っ

て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
が
受
肉
の
第
一
の
実
り

と
さ
れ
て
い
る
。
な
ら
ば
人
間
が
神
の
養
子
と
さ
れ
た
そ
の
根
拠

と
は
何
か
、
が
問
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

　

エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
は
神
が
人
と
な
っ
た
と
い
う
ロ
ゴ
ス
の
受
肉

の
意
味
を
、
神
は
、
言こ

と
ば

は
、
人
間
の
ペ
ル
ソ
ナ
で
は
な
く
、
本

性
を
受
け
取
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
るり
と
解
釈
す
る
。
人
間
が

神
の
養
子
と
さ
れ
た
の
は
、
神
が
人
間
本
性
を
取
っ
た
か
ら
で

あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。﹁
ド
イ
ツ
語
説
教
二
十
四
﹂
で
は
あ

な
た
の
人
性
と
キ
リ
ス
ト
の
人
性
と
の
間
に
は
い
か
な
る
区
別

も
な
い
。
そ
れ
は
ひ
と
つ
の
同
じ
人
性
で
あ
る
。
キ
リ
ス
ト
の
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内
に
あ
る
人
性
は
、
あ
な
た
の
内
に
あ
る
人
性
だ
か
らる
と
キ
リ

ス
ト
の
人
性
と
私
た
ち
の
人
間
的
本
性
が
同
一
で
あ
る
こ
と
を

明
言
し
て
い
る
。

　

以
上
の
理
解
を
踏
ま
え
た
う
え
で
、
さ
ら
に
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト

は
﹃
ヨ
ハ
ネ
福
音
書
注
解
﹄
で
次
の
よ
う
に
語
る
。

第
一
に
は
、︹
人
間
と
し
て
の
︺
本
性
は
、
私
た
ち
す
べ
て

に
と
っ
て
、
キ
リ
ス
ト
と
同
名
同
義
的
に
、
等
し
く
共
通

な
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
か
ら
信
ず
べ

き
こ
と
と
し
て
、
キ
リ
ス
ト
に
お
い
て
と
同
様
に
私
た
ち

各
自
の
う
ち
に
お
い
て
、
本
来
的
な
意
味
に
お
い
て
、
肉

に
な
っ
た
言
葉
が
私
た
ち
の
う
ち
に
住
む
よ
う
に
な
っ
た

と
い
う
こ
と
が
与
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。れ

そ
れ
ゆ
え
に
﹁
言こ
と
ば
が
﹂
た
だ
単
に
﹁
肉
に
な
っ
た
﹂
だ
け
で
は

な
く
、﹁
肉
に
な
っ
た
言こ

と
ばが
私
た
ち
の
内
に
住
ん
だ
﹂
と
い
う
こ

と
は
、﹁
恩
恵
の
上
の
恩
恵
﹂︵gratia super gratiam

 

シ
ラ
二
六
・
一

九
︶、﹁
恩
恵
に
次
ぐ
恩
恵
﹂︵gratia pro gratia 

ヨ
ハ
一
・
一
六
︶
で

あ
るろ
と
語
ら
れ
る
。

　

キ
リ
ス
ト
論
に
は
、
神
性
︵natura divina

︶
と
人
性
︵natura 

hum
ana

︶
が
そ
れ
ぞ
れ
完
全
な
形
で
結
合
し
て
い
る
と
い
う
位
格

的
結
合
︵unio hypostatica

︶
と
い
う
教
義
が
あ
る
が
、
そ
の
キ
リ

ス
ト
の
人
性
と
寸
分
た
が
わ
な
い
人
性
が
恩
恵
に
よ
り
神
の
養

子
と
さ
れ
た
個
々
の
人
間
の
人
性
で
あ
る
と
受
け
取
ら
れ
て
い

る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
は
、
神
性
︵gottheit

︶

と
の
合
一
︵eynung

︶
で
あ
ろ
う
と
、︵
神
性
の
︶
聖
性
︵heilikeit

︶

で
あ
ろ
う
と
、
ど
ん
な
も
の
で
あ
ろ
う
と
も
、
父
が
子
に
か
つ

て
人
間
的
本
性
の
内
で
与
え
た
一
切
の
も
の
を
各
人
は
そ
の
人

間
本
性
の
内
に
も
っ
て
い
るわ
と
断
言
す
る
。

　

そ
れ
ゆ
え
に
、
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
は
新
約
の
﹁
ル
カ
に
よ
る
福

音
書
﹂︵
一
七
・
二
一
︶
と
旧
約
の
﹁
イ
ザ
ヤ
書
﹂︵
七
・
一
四
︶
を

次
の
よ
う
に
解
釈
す
る
。﹁
神
の
国
は
あ
な
た
方
の
う
ち
に
あ
る
﹂

︵
ル
カ
一
七
・
二
一
︶、﹁
乙
女
が
身
ご
も
っ
て
、
子
を
生
む
で
あ
ろ

う
﹂
と
は
、
キ
リ
ス
ト
に
つ
い
て
言
わ
れ
て
お
り
、﹁
そ
し
て
彼

の
名
は
イ
ン
マ
ヌ
エ
ル
と
呼
ば
れ
る
で
あ
ろ
う
﹂、す
な
わ
ち
﹁
神

は
わ
れ
ら
と
と
も
に
あ
る
﹂
と
は
、
私
た
ち
ひ
と
り
ひ
と
り
に

つ
い
て
言
わ
れ
て
お
り
、
人
間
が
神
の
子
に
な
る
と
い
う
こ
と

で
あ
るを
、
と
。
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で
は
﹁
人
間
が
神
の
子
に
な
る
﹂
の
は
、
す
な
わ
ち
恩
恵
に
よ

り
﹁
私
た
ち
が
神
の
似
姿
を
成
ず
る
﹂
の
は
、い
つ
で
あ
ろ
う
か
。

先
で
留
保
し
て
い
た
可
能
的
解
と
は
以
下
の
も
の
で
あ
る
。

　

そ
の
と
き
と
は
、
救
済
論
的
原0

事
実
か
ら
見
れ
ば
、
神
の
受

肉
の
と
き
、
す
な
わ
ち
イ
エ
ス
に
お
け
る
受
肉
の
と
き
、﹁
い
ま

だ
顕
わ
れ
て
い
な
い
﹂
と
い
う
救
済
論
的
現0

事
実
に
即
し
て
語

れ
ば
、﹁
魂
の
内
に
お
け
る
神
の
子
の
誕
生
﹂
の
と
き
、
と
エ
ッ

ク
ハ
ル
ト
は
受
け
止
め
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
な
が
ら
私
た
ち
に
よ
っ
て
自
覚
さ
れ
よ
う
が
さ
れ
ま
い

が
、
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
に
従
う
な
ら
ば
、
ロ
ゴ
ス
の
受
肉
に
よ
っ

て
私
た
ち
ひ
と
り
ひ
と
り
が
神
の
養
子
と
さ
れ
、
そ
の
こ
と
に

よ
っ
て
私
た
ち
の
人
間
本
性
は
本
来
的
に
キ
リ
ス
ト
の
人
性
と

同
じ
く
神
性
と
結
び
つ
け
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
に
変
わ
り
は
な

い
で
あ
ろ
う
。﹁
イ
ン
マ
ヌ
エ
ル
、
神
は
わ
れ
ら
と
と
も
に
あ
る
﹂

と
い
う
原0

事
実
に
対
し
、
そ
の
こ
と
が
私
た
ち
一
人
ひ
と
り
に

ま
だ
顕
わ
れ
て
い
な
い
、
と
い
う
現0

事
実
の
乖
離
的
事
態
こ
そ

が
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
を
説
教
に
駆
り
立
て
る
根
本
動
機
と
な
っ
て

い
る
と
理
解
で
き
よ
う
。

　

エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
の
人
間
理
解
は
、
ロ
ゴ
ス
の
受
肉
、
キ
リ
ス

ト
論
を
踏
ま
え
た
、
テ
オ
ー
シ
ス
と
い
う
恵
み
に
貫
か
れ
た
、

そ
の
意
味
で
は
勝
義
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
中
心
主
義
の
様
相
を

呈
し
て
い
る
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

　

わ
れ
わ
れ
人
間
の
時
間
と
い
う
生
の
尺
度
︵m

ensura

︶
か
ら

は
、
上
に
述
べ
た
原0

事
実
と
現0

事
実
の
乖
離
は
厳
と
し
て
存
在

す
る
が
、﹁
神
の
働
き
﹂
す
な
わ
ち
、﹁
人
間
を
神
の
子
と
す
る

成
聖
の
恩
恵
﹂
と
い
う
神
の
働
き
の
観
点
か
ら
見
れ
ば
、
す
で

に
見
た
と
お
り
、
終
り
と
始
め
と
が
同
一
で
あ
る
と
こ
ろ
で
は
、

生
じ
る
の
も
、
生
じ
た
の
も
、
さ
ら
に
は
始
ま
る
の
も
、
完
了

し
た
の
も
必
然
的
に
同
時
で
あ
る
こ
と
に
な
る
。が

　

こ
の
こ
と
は
次
の
よ
う
に
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

イ
エ
ス
の
受
肉
に
よ
っ
て
人
間
一
人
ひ
と
り
が
有
す
る
人
間
的

本
性
が
神
性
と
結
び
つ
け
ら
れ
、﹁
イ
ン
マ
ヌ
エ
ル
、
神
は
わ
れ

ら
と
と
も
に
あ
る
﹂
と
い
う
救
済
論
的
出
来
事
、
す
な
わ
ち
﹁
神

の
子
で
あ
る
こ
と
﹂
が
成
就
し
た
が
、
そ
の
こ
と
が
私
た
ち
一

人
ひ
と
り
に
ま
だ
顕
わ
れ
て
い
な
い
、
と
い
う
現0

事
実
か
ら
す

る
な
ら
ば
、
ま
だ
顕
わ
れ
て
い
な
い
が
、
す
べ
て
の
人
間
に
は

欠
く
こ
と
な
く
備
わ
る
﹁
神
化
︵
テ
オ
ー
シ
ス
︶
の
可
能
性
﹂
が

あ
る
と
い
う
立
場
が
そ
こ
に
は
成
立
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
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そ
し
て
こ
の
﹁
神
化
︵
テ
オ
ー
シ
ス
︶
の
可
能
性
﹂
の
根
拠
と
な

っ
て
い
る
キ
リ
ス
ト
教
の
教
義
が
す
で
に
見
た
﹁
神
の
像
﹂

︵im
ago D

ei

︶
論
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　
﹁
神
の
像
﹂
を
﹁
神
化
︵
テ
オ
ー
シ
ス
︶
の
可
能
性
﹂
の
根
拠
と

す
る
点
で
は
、
仏
教
の
﹁
一
切
衆
生
悉
有
仏
性
﹂
と
い
う
捉
え

方
と
響
き
合
う
も
の
が
あ
る
と
い
え
る
の
で
あ
る
。

（
３
）
一
切
衆
生
悉
有
仏
性
（
大
般は
つ

涅
槃
経
）

　

仏
性
と
は
如
来
性
・
覚
性
と
も
呼
ば
れ
、
仏
陀
の
本
性
の
意

味
で
如
来
蔵
と
も
同
一
視
さ
れ
るぎ。
性
と
は
種し
ゅ
う
じ子
・
因
本
の
義

で
、
仏
果
に
至
る
べ
き
種
子
が
因
位
に
お
い
て
具
有
さ
れ
て
い

る
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
る
。

　
﹃
大
般は

つ

涅
槃
経
﹄
に
お
い
て
﹁
一
切
衆
生
悉
有
仏
性
﹂︵
一
切
衆

生
悉
く
仏
性
を
有
す
︶
と
説
か
れ
、
一
切
の
衆
生
が
平
等
に
仏
性

を
有
す
る
と
さ
れ
た
。
こ
の
場
合
、
仏
性
と
は
仏
陀
の
因
位
に

お
け
る
覚
性
と
し
て
、
つ
ま
り
覚
り
へ
の
可
能
性
と
し
て
説
か

れ
て
い
る
。
こ
の
理
解
に
立
て
ば
、
す
べ
て
の
人
間
は
仏
に
な

る
可
能
性
を
欠
く
こ
と
な
く
有
し
て
い
る
、
と
い
う
立
場
の
表

明
に
な
る
。
古
来
、
人
々
具
足
、
箇
々
円
成
︵﹃
碧
巌
録
﹄
六
十
二
則
︶

と
語
ら
れ
る
。

　

一
方
﹃
大
乗
楞り

ょ
う
が
き
ょ
う

伽
経
﹄︵
七
巻
︶
に
は
仏
に
な
る
べ
き
素
因
を

も
た
な
い
者
と
し
て
﹁
一い

っ

闡せ
ん

提だ
い

﹂︵
梵 icchantika

︶
が
説
か
れ
て

お
り
、
一
闡
提
に
は
断
善
根
と
大
悲
闡
提
の
二
種
が
あ
る
と
す

る
。
断
善
根
と
し
て
の
一
闡
提
と
は
、
善
根
や
仏
性
の
な
い
成

仏
不
能
者
を
意
味
し
、
大
悲
闡
提
と
は
、
無
辺
の
衆
生
を
救
済

す
る
た
め
に
自
ら
成
仏
を
求
め
な
い
大
悲
の
菩
薩
を
意
味
す
る
。

し
か
し
﹁
一
切
衆
生
悉
有
仏
性
﹂
を
説
く
﹃
大
般は

つ

涅
槃
経
﹄
で

は
成
仏
不
能
者
は
な
く
、
断
善
根
の
一
闡
提
で
す
ら
成
仏
す
る

こ
と
が
出
来
る
と
さ
れ
て
い
る
。

　

し
か
し
す
で
に
見
た
よ
う
に
、
永
平
道
元
は
修
証
一
等
の
立

場
に
立
つ
の
で
、
仏
性
を
こ
の
よ
う
な
覚
り
へ
の
可
能
性
と
す

る
見
方
を
斥
け
、﹃
正
法
眼
藏　

佛
性
巻
﹄
で
次
の
よ
う
に
説
く
。

釋
迦
牟
尼
佛
言の

た
まは
く
、
一
切
衆
生
、
悉
有
佛
性
。︹
⋮
︺
悉

有
の
言ご

ん

は
、
衆
生
な
り
、
群ぐ
ん

有う

也
。
す
な
は
ち
悉
有
は
佛

性
な
り
、︹
⋮
︺。ぐ

　
﹁
悉
く
仏
性
を
有
す
る
﹂
と
い
う
意
味
の
漢
訳
﹁
悉
有
仏
性
﹂
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を
﹁
悉
有
は
衆
生
な
り
、
仏
性
な
り
﹂
と
解
釈
す
る
の
で
あ
る
。

生
け
る
者
、す
な
わ
ち
有
情
の
み
な
ら
ず
、
日
月
星
辰
山
川
草
木
、

森
羅
万
象
で
あ
る
﹁
悉
有
﹂
が
﹁
仏
性
﹂
で
あ
る
と
理
解
し
て

い
る
。
と
く
に
注
目
す
べ
き
こ
と
は
、
つ
づ
け
て
﹁
佛
言
は
く
、

佛
性
の
義
を
知
ら
ん
と
欲お

も

は
ば
、
當
に
時
節
因
緣
を
觀
ず
べ
し
。

時
節
若
し
至
れ
ば
、
佛
性
現
前
す
﹂
に
対
し
て
次
の
よ
う
な
解

釈
を
展
開
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

時
節
若に

や
く
し至
の
衟だ
う

を
、
古
今
の
や
か
ら
往
〻
に
お
も
は
く
、

佛
性
の
現
前
す
る
時
節
の
向き

や
う
こ
う後
に
あ
ら
ん
ず
る
を
ま
つ
な

り
と
お
も
へ
り
。
か
く
の
ご
と
く
修
行
し
ゆ
く
と
こ
ろ
に
、

自じ

然ね
ん

に
佛
性
現
前
の
時
節
に
あ
ふ
。
時
節
い
た
ら
ざ
れ
ば
、

參
師
問
法
す
る
に
も
、
辦は

ん

衟た
う

功く

夫ふ
う

す
る
に
も
、
現
前
せ
ず

と
い
ふ
。
恁い

ん

麼も

見
取
し
て
、
い
た
づ
ら
に
紅
塵
に
か
へ
り
、

む
な
し
く
雲
漢
を
ま
ぼ
る
。
か
く
の
ご
と
く
の
た
ぐ
ひ
、

お
そ
ら
く
は
天て

ん

然ね
ん

外げ

衟だ
う

の
流る

類る
ゐ

な
り
。︹
⋮
︺
時
節
若
至
と

い
ふ
は
、
す
で
に
時
節
い
た
れ
り
、
な
に
の
疑ぎ

著ぢ
や

す
べ
き

と
こ
ろ
か
あ
ら
ん
と
な
り
。︹
⋮
︺
若
至
は
旣き

至し

と
い
は
ん

が
ご
と
し
。︹
⋮
︺
し
か
あ
れ
ば
す
な
は
ち
、
時
節
す
で
に

い
た
れ
ば
、
こ
れ
佛
性
の
現
前
な
り
。︹
⋮
︺
お
ほ
よ
そ
、

時
節
の
若
至
せ
ざ
る
時
節
い
ま
だ
あ
ら
ず
、
佛
性
の
現
前

せ
ざ
る
佛
性
あ
ら
ざ
る
な
り
。げ

試
み
に
現
代
語
に
訳
せ
ば
次
の
よ
う
に
な
る
。ご

﹁
時じ

節せ
つ

若に
ゃ
く
し至
﹂︹
す
な
わ
ち
時
節
若
し
至
ら
ば
︺
と
道
う
の

を
、
古
今
の
者
ど
も
は
往
々
に
、
仏
性
が
現
前
す
る
時
期

が
将
来
あ
る
で
あ
ろ
う
と
、
そ
の
と
き
を
待
つ
の
だ
と
思

っ
て
い
る
。︹
す
な
わ
ち
︺
こ
の
よ
う
に
修
行
し
て
い
く
う

ち
に
、
自
然
に
仏
性
現
前
の
時
節
に
あ
う
。
時
節
が
来
な

け
れ
ば
、
師
に
参
じ
て
問
法
し
て
も
、
弁
道
工
夫
し
て
も

仏
性
は
現
前
し
な
い
、と
い
う
。
こ
の
よ
う
に
受
け
取
っ
て
、

な
す
こ
と
な
く
世
俗
の
生
活
に
帰
り
、
む
な
し
く
天
の
一

角
を
見
つ
め
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
類
い
は
お
そ
ら

く
天
然
外
道
の
流
れ
を
汲
む
も
の
で
あ
る
。︹
⋮
︺﹁
時じ

節せ
つ

若に
ゃ
く
し至
﹂
と
い
う
の
は
、
時
節
は
す
で
に
至
っ
て
い
る
、
何

の
疑
う
べ
き
と
こ
ろ
が
あ
ろ
う
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

︹
⋮
︺﹁
若
至
﹂︹
す
な
わ
ち
若
し
至
ら
ば
︺
と
は
﹁
既
至
﹂︹
す
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な
わ
ち
す
で
に
至
る
︺
と
い
う
如
き
も
の
で
あ
る
。︹
⋮
︺

そ
う
い
う
こ
と
で
あ
る
の
で
時
節
す
で
に
至
れ
ば
、
こ
れ

が
仏
性
の
現
前
で
あ
る
。︹
⋮
︺
お
よ
そ
時
節
が
﹁
若
至
﹂

し
な
い
時
節
な
ど
こ
れ
ま
で
あ
っ
た
た
め
し
は
な
い
。
仏

性
で
現
前
し
な
い
仏
性
は
な
い
の
で
あ
る
。

　

道
元
の
意
図
は
明
ら
か
で
あ
る
。﹁
仏
性
の
意
味
を
知
ろ
う
と

思
え
ば
、
時
節
因
縁
を
観
じ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
若
し
時
節

が
至
れ
ば
、
仏
性
が
現
前
す
る
﹂
と
い
う
、﹃
涅
槃
経
﹄
二
十
八

に
あ
る
語
に
基
づ
き
語
ら
れ
た
﹃
聯れ

ん

燈と
う

會え

要よ
う

﹄
七
の
百ひ
く

丈じ
ょ
う

懐え

海か
い

禅
師
︵
八
一
四
年
示
寂
︶
の
言
葉
に
対
し
て
、
時
節
因
縁
と
は
そ

れ
を
目
指
し
て
修
行
す
る
べ
き
目
的
で
は
な
く
、
只
今
の
と
き

が
時
節
で
あ
り
、
只
今
の
時
節
に
仏
性
は
そ
の
都
度
現
前
し
て

い
る
と
捉
え
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
も
﹁
因
果
一
如
﹂、﹁
修
証

一
等
﹂
と
い
う
論
理
構
造
が
基
礎
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
確
認

で
き
る
の
で
あ
る
。
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
で
い
え
ば
、﹁
神
の
働
き
﹂

の
視
点
か
ら
、
仏
教
で
い
え
ば
、﹁
仏
﹂
の
目
か
ら
語
ら
れ
て
い

る
の
で
あ
る
。

注︵
１
︶ 

こ
う
し
た
観
点
か
ら
、
東
方
・
西
方
両
教
会
に
亘
る
﹁
テ
オ
ー

シ
ス
思
想
﹂
を
広
く
探
る
論
文
集
﹃
テ
オ
ー
シ
ス
﹄
を
二
〇
一

八
年
二
月
に
刊
行
し
た
。
田
島
照
久
・
阿
部
善
彦
編
﹃
テ
オ
ー

シ
ス 

東
方
・
西
方
教
会
に
お
け
る
人
間
神
化
思
想
の
伝
統
﹄
教

友
社
、﹁
総
序
﹂
七⊖

一
七
頁
参
照
の
こ
と
。

︵
２
︶ C

f. Thom
as A

quinas, Sum
m

a Theologiae I, quaestio 10, ar-
ticulus 5 (

略S.T.I, q.10, a.5): aeternitas sit m
ensura esse per-

m
anentis. 

な
おm

ensura

に
関
し
て
はC

f. D
e verit. q.1, a.2, c. 

︵
３
︶ C

f. ibid. q.10, a.1.　

︵
４
︶ C

f. Prol. gener. n.15, LW
I, 160, 2. 

エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
の
テ
キ
ス

ト
は M

eister Eckhart, D
ie deutschen und lateinischen W

erke,  
hrsg. im

 A
uftrage der D

eutschen Forschungs-gem
einschaft, 

Stuttgart, 1936ff. 

を
使
用︵D

eutsche W
erke= D

W
, Lateinische 

W
erke=LW

︶。
節
番
号
は
こ
れ
に
従
い
、D

W
, LW

の
巻
、
頁
、

行
を
示
し
た
。
ド
イ
ツ
語
説
教
は
田
島
照
久
編
訳
﹃
エ
ッ
ク
ハ

ル
ト
説
教
集
﹄
岩
波
文
庫
、
一
九
九
〇
年
を
、
ま
た
ラ
テ
ン
語

著
作
は
中
山
善
樹
訳
﹃
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
ラ
テ
ン
語
著
作
集
﹄
Ⅰ

⊖

Ⅴ
、
知
泉
書
館
、
二
〇
〇
四⊖

二
〇
一
二
年
を
引
用
し
た
。

た
だ
し
訳
文
は
適
宜
変
更
し
て
い
る
。
ト
マ
ス
・
ア
ク
ィ
ナ
ス

の
﹃
神
学
大
全
﹄︵S.T .

︶
は
創
文
社
版
訳
を
引
用
し
た
。

︵
５
︶ In G

en.I, n.7, LW
I-2, 65, 8-10: R

ursus tertio principium
, in 

quo deus creavit caelum
 et terram

, est prim
um

 nunc sim
plex 

aeternitatis, ipsum
, inquam

, idem
 nunc penitus, in quo deus 

est ab aeterno, in quo etiam
 est, fuit et erit aeternaliter 
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personarum
 em

anatio.　

︵
６
︶ C

f. S.T.I, q.10, a.1.　

︵
７
︶ C

f. ibid .　

︵
８
︶ In Ioh. n.216, LW

III, 182, 3-5: [...] unica scilicet et eadem
 

sim
plici operatione, et in aeternitate et in tem

pore operator, 
sic tem

polalia ipse intem
poraliter sicut aeterna.　

︵
９
︶ In Ioh. n.429, LW

III, 365, 11: N
otandum

 quod universaliter 
finis respondet principio.　

︵
10
︶ Prol. gener. n.20, LW

I, 164, 11-12: A
dhuc autem

 deus, 
utpote esse, est prim

um
 et ultim

um
, ‘principium

 et finis’ .　

︵
11
︶ Ibid. n.20, LW

I, 164, 12-13: Igitur om
ne quod creavit 

praeteritum
, creat ut praesens in principio; quod creat sive 

agit nunc ut in principio, sim
ul creavit in praeterito perfecto.　

︵
12
︶ Ibid. n.19, LW

I, 163, 9-10: U
bi enim

 finis et initium
 idem

, 
necessario sim

ul fit et factum
 est, sim

ul incipit et perfectum
 

est.　

︵
13
︶ In Ioh. n.177, LW

III, 145, 12-15: U
bi enim

 finis et 
principium

 idem
,sem

per est opus propter se ipsum
, opus 

propter opus, operari propter operari. H
oc autem

 dei et solius 
dei est et divinorum

 per consequens, in quantum
 divina sunt. 

U
nde in ipsis flos et fructus idem

, Eccli.24: ‘flores m
ei 

fructus’.　

︵
14
︶ ﹃
ラ
テ
ン
語
一
般
訳
聖
書
﹄
で
は
﹁
集
会
の
書
﹂
二
三
・
一
四
：

Et flores m
ei fructus honoris et honestatis. 

当
該
箇
所
は
﹃
ル

タ
ー
訳
聖
書
﹄
で
は
﹁
シ
ラ
書
﹂
二
四
・
二
四
：U

nd m
eine 

B
lüte brachte herrliche und reiche Frucht.

﹃
新
共
同
訳
聖
書
﹄

で
は
﹁
シ
ラ
書
︹
集
会
の
書
︺﹂
二
四
・
一
七
：
花
は
栄
光
と

富
の
実
を
結
ぶ
。

︵
15
︶ C

f. In Eccli. n.21, LW
II, 249, 2-3.　

︵
16
︶ C

f. ibid. n.29, LW
II, 256, 9-10.　

︵
17
︶ 

以
下
、
伊
東
俊
太
郎
編
﹃
現
代
科
学
思
想
事
典
﹄
講
談
社
現
代

新
書
﹁
因
果
性
﹂
の
項
、
三
八⊖

四
一
頁
参
照
。

︵
18
︶ In G

en. I, n.170, LW
I, 316, 1-3: U

ndecim
o sie: om

ne agens 
quiescit in operato esse,ut dictum

 est supra. Sed in deo 
operari est operatum

 esse, eo quod finis sit et principium
. 

Igitur deus quiescit proprie in operari et operando, [...].　

︵
19
︶ In Eccli. n.27, LW

II, 254, 4-8: A
dhuc est tertio decim

o quod 
dicitur G

en.1: ‘requievit’ deus ‘ab om
ni opere quod patrarat’. 

N
on ait solum

 ‘in opere’, sed ‘ab opere’, quia ipsum
 operari 

fruetus est deo et divinis. Q
uiescere facit ipsum

 operari, et 
ab ipso quies datur et tribuitur. V

irtuoso et divino ipsi operari 
virtuose vita est et vivere est, [...].　

︵
20
︶ C

f. In G
en. I, n.170, LW

I, 315, 12-13.　

︵
21
︶ In Eccli. n.22, LW

II, 249, 6-9: N
otandum

 ergo quod virtuoso 
fructus est ipsum

 operari virtuose, non operatum
 esse. V

irtus 
siquidem

 et bonum
 in actu consistit. Propter quod operatum

 
esse nequaquam

 esset fructus virtutis, nisi operatum
 esse 

esset operari, fructus flos.　

︵
22
︶ Pr.5b, D

W
I, 91, 10-92, 6: Sw

er daz leben vrâgete tûsent jâr: 
w

ar um
be lebest dû? solte ez antw

ürten, ez spræ
che niht 
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anders w
an: ich lebe dar um

be daz ich lebe. D
az ist dâ von, 

w
an leben lebet ûzer sînem

 eigenen grunde und quillet ûzer 
sînem

 eigen; dar um
be lebet ez âne w

arum
be in dem

, daz ez 
sich selber lebet. Sw

er nû vrâgete einen w
ârhaften m

enschen, 
der dâ w

ürket ûz eigenem
 grunde: w

ar um
be w

ürkest du 
dîniu w

erk? solte er rehte antw
ürten, er spræ

che niht anders 
dan: ich w

ürke dar um
be daz ich w

ürke.　

︵
23
︶ ﹃
三
部
作
へ
の
序
文
﹄︵Prologus in opus tripartitum

︶
の
中
に

あ
る
﹃
三
部
作
へ
の
全
般
的
序
文
﹄︵Prologus generalis in 

opus tripartitum
︶
中
の
記
述
に
よ
れ
ば
、
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
は

千
な
い
し
そ
れ
以
上
の
一
般
命
題
的
な
提
題
か
ら
な
る
﹃
提
題

集
﹄︵O

pus propositionum
︶
と
、
ト
マ
ス
が
﹃
神
学
大
全
﹄

で
扱
っ
た
順
序
に
従
っ
て
少
数
の
問
題
に
つ
い
て
新
し
く
簡
潔

に
論
ず
る
﹃
問
題
集
﹄︵O

pus quaestionum

︶、
さ
ら
に
両
聖

書
の
聖
句
の
注
釈
で
あ
る
﹃
注
解
集
﹄︵O

pus expositionum

︶

の
﹁
三
部
作
﹂
を
構
想
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。﹃
三
部
作

へ
の
序
文
﹄
と
し
て
残
さ
れ
て
い
る
も
の
は
、﹃
三
部
作
へ
の

全
般
的
序
文
﹄
以
外
に
は
﹃
提
題
集
へ
の
序
文
﹄︵Prologus in 

opus propositionum

︶
と
﹃
注
解
集
へ
の
序
文
Ⅰ
、
Ⅱ
﹄

︵Prologus in opus expositionum
 I, II

︶
だ
け
で
あ
る
。

︵
24
︶ Prol. gener. n.15, LW

I-2, 33, 8-9: Tritio quod creavit quidem
 

in praeterito, sed tam
en sem

per est in principio creationis et 
creare incipit.　

︵
25
︶ Ibid. 33, 9-11: Q

uarto quod creatio et om
ne opus dei in ipso 

principio creationis m
ox sim

ul est perfectum
 et term

inatum
. 

A
it enim

: in principio creavit, quod est verbum
 praeteriti 

perfecti.　

︵
26
︶ Ibid. 37, 2-3: U

bi enim
 finis et initium

 idem
, necessario 

sim
ul fit et factum

 est, sim
ul incipit et  perfectum

 est.　

︵
27
︶ C

f. ibid. 35, 20-22.　

︵
28
︶ ﹁
拾
遺
、
辦
衟
話
﹂、
大
久
保
衟
舟
編
﹃
衟
元
禪
師
全
集 

上
巻
﹄

筑
摩
書
房
、
一
九
六
九
年
、
七
三
七
頁
。

︵
29
︶ 

玉
城
康
四
郞
編
﹃
日
本
の
思
想
２ 

道
元
集
﹄
筑
摩
書
房
、
一
一

三
頁
参
照
。
和
訳
は
一
部
変
え
て
い
る
。

︵
30
︶ 

朝
比
奈
宗
源
訳
註
﹃
臨
済
録
﹄
岩
波
文
庫
、
三
四⊖

三
五
頁
参

照
。︹
和
訳
︺︵
臨
済
禅
師
は
︶
上
堂
し
て
言
っ
た
。﹁
一
人
は

無
窮
の
時
間
に
お
い
て
、
衆
生
済
度
の
た
め
あ
ら
ゆ
る
境
界
に

働
い
て
、
し
か
も
平
等
の
本
分
を
離
れ
て
い
な
い
。
一
人
は
平

等
の
本
分
を
も
離
れ
て
、
し
か
も
差
別
の
境
界
に
も
い
な
い
﹂。

︵
31
︶ In Ioh. n.575, LW

III, 503, 5-10: 1 loh. 3 dicitur: ‘filii dei su-
m

us, sed nondum
 apparuit’. G

en. 37 scribitur: ‘puer non 
com

paret’. Exem
plum

 videm
us quod im

ago educitur de lig-
no vel de lapide,nihil im

m
utando, sed solum

 expurgando, 
excidendo et educendo. Q

uibus eductis m
anu artificis im

ago 
apparet et elucet; sic et in nobis ea quae superinducta et su-
perscripta sunt, non sinunt apparere nec nos sentire, quid su-
m

us. ‘Filii’, inquit, ‘dei sum
us, sed non apparet.　

︵
32
︶ C

f. ibid. n.575, LW
III, 504, 6-9.　

︵
33
︶ C

f. ibid. n.575, LW
III, 504, 9-505, 2.　

︵
34
︶ Ibid. n. 549, LW

III, 479, 8-480, 1: H
om

ini autem
, cum

 sit 
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factus ad im
aginem

 totius unius substantiae dei et sit in esse 
productus sub ratione unius totius, non sufficit recursus ad 
sim

ile, sed recurrit ad unum
 unde exivit, et sic solum

 sibi 
sufficit.　

︵
35
︶ Ibid. n. 549, LW

III, 479, 5-6.　

︵
36
︶ In Ioh. n.123, LW

III, 107, 13.　

︵
37
︶ Pr.10, D

W
I, 162, 5-6: D

ar um
be ist got in dem

 grunde der 
sêle m

it aller sîner gotheit.　

︵
38
︶ C

f. In Ioh. n.123, LW
III, 107, 10-12.　

︵
39
︶ Ibid. n.106, LW

III, 90, 11-12: Prim
o, quod fructus incarna-

tionis C
hristi, filii dei, prim

us est quod hom
o sit per gratiam

 
adoptionis quod ipse est per naturam

 [...].　

︵
40
︶ Ibid. n.289, LW

III, 241, 5-6: Secundo notandum
 quod deus 

verbum
 assum

psit naturam
, non personam

 hom
inis.　

︵
41
︶ Pr.24, D

W
I, 420, 11-12: W

an dîn m
enschlîche natûre und 

diu sîne enhât keinen underscheit: si ist ein, w
an, sw

az si ist 
in K

ristô, daz ist si in dir.　

︵
42
︶ In Ioh. n.289, LW

III, 241, 7-9: Prim
o quidem

 quod natura 
est nobis om

nibus aequaliter com
m

unis cum
 C

hristo univo-
ce. Ex quo datur fiducia quod, sicut in ipso, sic et in quolibet 
nostrum

 proprie verbum
 caro factum

 habitare<t> in nobis.　

︵
43
︶ In Ioh. n.121, LW

III, 106, 1-3: Et haec est ‘gratia super gra-
tiam

’, ‘gratia pro gratia’, ut verbum
 non solum

 factum
 sit 

caro, sed quod caro factum
 habitat in nobis.　

︵
44
︶ V

gl. Pr.5a, D
W

I, 77, 13-17.　

︵
45
︶ In Ioh. n.118, LW

III, 104, 2-5: Lucas: ‘regnum
 dei intra vos 

est’; et Is. 7: ‘virgo concipiet et pariet filium
’, quantum

 ad 
C

hristum
, ‘et vocabitur nom

en eius Em
m

anuel’, id est ‘no-
biscum

 deus’, quantum
 ad quem

libet nostrum
: qui filius 

hom
inis, fit filius dei.　

︵
46
︶ 

注
26
参
照
。

︵
47
︶ 

仏
性
に
関
し
て
は
以
下
﹃
新
版 

禅
学
大
辞
典
﹄︵
大
修
館
書
店
︶

﹁
佛
性
﹂
の
項
、
一
〇
八
六⊖

一
〇
八
七
頁
を
参
照
。

︵
48
︶ ﹁
正
法
眼
藏
第
三 

佛
性
﹂、
大
久
保
衟
舟
編
﹃
衟
元
禪
師
全
集 

上
巻
﹄
筑
摩
書
房
一
九
六
九
年
、
一
四
頁
。

︵
49
︶ 

大
久
保
同
書
一
六⊖

一
七
頁
。

︵
50
︶ 

玉
城
康
四
郞
編
﹃
日
本
の
思
想
２ 

道
元
集
﹄
筑
摩
書
房
、
一
五

三⊖

一
五
四
頁
参
照
。
和
訳
は
一
部
変
え
て
い
る
。

︵
た
じ
ま　

て
る
ひ
さ
／
早
稲
田
大
学
教
授
︿
執
筆
時
﹀︶


