
広
義
の
神
学
に
向
け
て
＊

稲
　
垣
　
久
　
和

序

一
、
神
学
と
諸
科
学

二
、「
理
論
と
実
践
の
二
分
法
」
の
克
服

三
、
広
義
の
神
学

四
、
広
義
の
神
学
と
諸
宗
教

五
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
宗
教
理
解

六
、
自
然
観
・
社
会
観
と
倫
理

七
、
環
境
倫
理
学

八
、「
主
体
」
と
神
の
支
配

〈
注
〉
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序

こ
の
講
演
に
は
、
東
京
基
督
教
大
学
の
「
教
授
就
任
講
演
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
が
つ
け
ら
れ
て
い
る
。
今
日
、
教
育
の
世
界
に
お
い
て
、

特
に
大
学
教
育
に
お
い
て
、
そ
の
内
容
が
き
び
し
く
問
わ
れ
る
時
代
に
な
っ
て
き
た
。
し
た
が
っ
て
大
学
で
教
え
る
教
師
は
、
自
分
の
専

門
分
野
の
研
究
能
力
と
同
時
に
、
学
生
へ
の
教
育
能
力
が
十
分
に
あ
る
か
ど
う
か
が
問
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
て
い
る
。
東
京
基
督
教

大
学
で
は
、
す
で
に
大
学
案
内
等
に
も
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
神
学
の
専
門
教
育
と
同
時
に
、
一
般
教
養
の
教
育
が
大
層
重
視

さ
れ
て
い
る
。
学
生
は
神
学
の
学
び
と
同
時
に
、
並
行
し
て
人
文
科
学
、
社
会
科
学
、
自
然
科
学
な
ど
の
諸
科
学
を
総
合
的
に
学
ぶ
こ
と

が
要
求
さ
れ
る
。
そ
れ
は
今
日
の
複
雑
、
多
様
化
す
る
社
会
の
中
で
、
キ
リ
ス
ト
教
世
界
の
ど
の
よ
う
な
ミ
ニ
ス
ト
リ
ー
に
遣
わ
さ
れ
る

場
合
に
も
、
狭
い
意
味
で
の
神
学
の
知
識
と
実
践
の
概
念
だ
け
を
も
っ
て
い
る
だ
け
で
は
、
真
に
人
間
が
生
き
る
生
の
現
実
に
触
れ
て
こ

な
い
、
と
い
う
認
識
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
自
分
の
や
っ
て
い
る
こ
と
、
自
分
の
行
為
に
対
す
る
人
間
文
化
全
体
の
中
で
の
意
味
づ
け
が

で
き
て
い
る
か
ど
う
か
が
、
た
え
ず
問
わ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

近
代
モ
ダ
ン

と
い
う
時
代
が
終
焉
し
、
ポ
ス
ト
近
代
モ
ダ
ン

の
時
代
に
入
り
、
従
来
の
人
間
観
、
社
会
観
、
自
然
観
も
大
き
く
変
貌
し
つ
つ
あ
る
。
ま

た
、
世
界
の
宗
教
勢
力
地
図
を
見
て
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
キ
リ
ス
ト
教
は
否
応
な
く
他
の
諸
宗
教
勢
力
と
共
存
せ
ざ
る
を
え
な
い
時
代

に
入
っ
て
き
て
い
る
。
日
本
で
は
言
う
ま
で
も
な
く
、
そ
の
宣
教
開
始
の
初
め
か
ら
キ
リ
ス
ト
教
以
外
の
諸
宗
教
勢
力
に
取
り
囲
ま
れ
て

い
る
。

し
た
が
っ
て
神
学
部
で
教
え
る
教
師
た
る
者
は
、
ま
ず
こ
の
時
代
の
国
際
世
界
と
日
本
の
状
況
を
正
確
に
把
握
す
る
洞
察
力
が
求
め
ら

れ
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
よ
う
な
時
代
に
キ
リ
ス
ト
者
に
対
し
て
宣
教
の
当
の
相
手
で
あ
る
現
代
人
を
取
り
囲
む
文
化
的
環
境
を
知
ら
し

め
る
こ
と
と
同
時
に
、
そ
こ
で
召
命
に
応
じ
た
よ
り
よ
き
生
を
い
か
に
生
き
る
べ
き
な
の
か
、
そ
の
倫
理
的
規
範
を
示
す
こ
と
が
必
要
に

な
っ
て
く
る
。

そ
こ
で
本
題
に
入
る
前
に
、
キ
リ
ス
ト
教
教
育
、
神
学
教
育
お
よ
び
そ
れ
と
関
連
す
る
神
学
の
歴
史
を
ご
く
簡
単
に
ふ
り
返
っ
て
お
き

た
い
と
思
う
。
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西
洋
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
教
教
育
な
い
し
神
学
教
育
は
、
初
代
教
会
の
成
立
と
共
に
始
ま
っ
た
。
し
か
し
そ
の
教
育
機
関
の
構
成
や
カ

リ
キ
ュ
ラ
ム
の
内
容
は
基
本
的
に
ギ
リ
シ
ア
以
来
の
教
育
伝
統
を
受
け
継
い
だ
も
の
で
あ
っ
た
盧
。
ギ
リ
シ
ア
の
教
育
と
い
う
の
は
、
本

質
的
に
は
ポ
リ
ス
（
都
市
国
家
）
に
お
け
る
よ
き
国
民
を
育
成
す
る
こ
と
が
そ
の
目
的
で
あ
っ
た
。
プ
ラ
ト
ン
の
著
作
『
国
家
』
第
四
巻

に
出
て
く
る
よ
う
に
、
人
間
の
体
が
頭
、
胸
、
下
半
身
の
三
つ
に
分
か
れ
て
い
る
の
に
対
応
し
て
、
国
家
に
は
支
配
者
、
兵
士
、
商
人

（
職
人
・
農
民
）
の
三
つ
の
階
層
が
存
在
し
て
い
る
。
そ
し
て
そ
れ
ぞ
れ
の
階
層
に
付
随
し
た
徳
が
、
各
々
、
知
恵
、
勇
気
、
節
度
で
あ
る

（
さ
ら
に
第
四
番
目
の
徳
で
あ
る
正
義
は
ど
の
階
層
に
も
必
要
と
さ
れ
る
）盪
。
こ
れ
ら
の
事
柄
を
き
ち
ん
と
理
解
し
た
よ
き
ポ
リ
ス
の
成

員
に
な
る
た
め
に
教
育
が
施
さ
れ
た
。
そ
の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
の
内
容
は
文
法
、
修
辞
学
、
論
証
学
、
そ
れ
に
算
術
、
幾
何
、
天
文
学
、
音

楽
の
諸
芸
七
学
科
で
あ
っ
た
。

や
が
て
ヘ
レ
ニ
ズ
ム
世
界
そ
し
て
ロ
ー
マ
の
世
界
に
な
っ
て
キ
リ
ス
ト
教
が
成
立
し
、
さ
ら
に
は
キ
リ
ス
ト
教
国
家
が
成
立
し
た
。
中

世
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
教
育
は
、
ギ
リ
シ
ア
の
徳
目
の
上
に
、
さ
ら
に
キ
リ
ス
ト
教
の
徳
目
で
あ
る
信
仰
、
希
望
、
愛
が
加
え
ら
れ
、

人
々
の
属
す
る
共
同
体
が
ポ
リ
ス
か
ら
キ
リ
ス
ト
教
国
家
へ
と
変
わ
っ
た
だ
け
で
、
教
育
現
場
で
の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
と
し
て
は
ギ
リ
シ
ア

の
そ
れ
と
ほ
と
ん
ど
同
じ
で
あ
る
。
中
世
に
お
け
る
三
大
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ン
で
あ
っ
た
聖
職
者
、
法
律
家
、
医
者
な
ど
を
養
成
す
る
教

育
内
容
は
専
門
科
目
の
神
学
、
法
学
、
医
学
の
教
育
以
前
に
古
典
の
諸
芸
七
学
科
を
基
本
と
す
る
一
般
教
養

リ
ベ
ラ
ル
・
ア
ー
ツ

が
教
え
ら
れ
た
わ
け
で
あ
る
。

一
、
神
学
と
諸
科
学

そ
れ
で
は
神
学
と
は
い
か
な
る
種
類
の
学
問
で
あ
ろ
う
か
。
古
く
て
新
し
い
問
い
で
あ
る
。

キ
リ
ス
ト
教
成
立
の
直
後
、
教
父
た
ち
は
こ
の
問
い
に
直
面
し
た
。
そ
れ
は
ま
ず
、
な
に
よ
り
も
古
代
ギ
リ
シ
ア
の
遺
産
で
あ
る
哲
学

と
の
関
係
に
お
い
て
問
題
と
な
っ
た
。
神
の
知
恵
と
こ
の
世
の
知
恵
と
の
関
係
は
い
か
に
あ
る
べ
き
か
。

キ
リ
ス
ト
教
世
界
に
お
い
て
神
学
（theologia

）
と
い
う
言
葉
が
使
わ
れ
た
の
は
三
世
紀
初
め
、
ア
レ
ク
サ
ン
ド
リ
ア
の
ク
レ
メ
ン
ス

の
『
ス
ト
ロ
ー
マ
タ
』
の
中
で
、
そ
の
と
き
は
神
話
学
（m

ythologia

│
ギ
リ
シ
ア
の
詩
人
の
物
語
）
と
対
比
さ
せ
、
神
と
キ
リ
ス
ト
の
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知
識
と
い
う
意
味
で
使
わ
れ
て
い
る
蘯
。
こ
の
言
葉
の
使
用
法
は
プ
ラ
ト
ン
の
著
作
か
ら
の
影
響
で
あ
る
。
ク
レ
メ
ン
ス
は
哲
学
の
中
の

最
高
の
知
恵
（sapientia

）
と
し
て
キ
リ
ス
ト
教
を
位
置
づ
け
た
。
こ
の
発
想
は
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
に
引
き
継
が
れ
、
彼
は
「
キ
リ
ス

ト
教
こ
そ
真
の
哲
学
（vera

philosophia

）」
と
述
べ
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
次
第
に
中
世
を
通
し
て
、
キ
リ
ス
ト
教
は
永
遠
の
知
恵

（sapientia
）
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
こ
の
世
の
知
識
（scientia

）
の
エ
ッ
セ
ン
ス
で
も
あ
る
と
さ
れ
て
い
っ
た
。
そ
し
て
、
ギ
リ
シ
ア

で
あ
れ
ほ
ど
栄
え
た
哲
学
は
む
し
ろ
「
神
学
の
奴
婢
」（ancilla

theologiae

）
と
見
な
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

や
が
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
各
地
で
最
初
の
大
学
が
で
き
る
頃
、
一
三
世
紀
の
ス
コ
ラ
哲
学
の
大
成
者
ト
マ
ス
・
ア
ク
イ
ナ
ス
に
よ
っ
て
、
神

学
は
精
緻
な
理
論
的

、
、
、

学
問
と
し
て
完
成
を
み
た
。
つ
ま
り
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
『
形
而
上
学

メ
タ
・
フ
ィ
ジ
カ

』
の
影
響
に
よ
り
、
神
学
は
第
一
原
理
か
ら

信
仰
箇
条
を
用
い
つ
つ
論
理
的
に
演
繹
し
て
い
く
学
問
（scientia

│
科
学
）
と
な
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
ス
コ
ラ
神
学
は
神
と
人
間
と
世

界
の
存
在
に
つ
い
て
叙
述
す
る
壮
大
な
学
問
体
系
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
神
学
の
ス
コ
ラ
的
展
開
は
、
宗
教
改
革
が
起
こ
っ
た
後
、
一
七

世
紀
の
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
正
統
主
義
の
中
に
も
一
部
受
け
継
が
れ
た
盻
。
そ
の
後
の
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
に
お
け
る
敬
虔
主
義
運
動
は
聖
書

を
日
々
の
糧
と
し
て
読
む
こ
と
を
強
調
し
た
が
、
敬
虔
主
義
の
流
れ
に
お
い
て
も
、
こ
と
神
学
が
学
問
的
に
教
え
ら
れ
る
際
に
は
、
こ
の

ス
コ
ラ
的
発
想
は
残
っ
て
い
る
（
例
え
ば
福
音
派
の
神
学
の
基
礎
を
据
え
た
チ
ャ
ー
ル
ズ
・
ホ
ッ
ジ
の
神
学
方
法
論
）。
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト

神
学
は
む
し
ろ
「
救
済
の
事
柄
」
と
し
て
の
教
派
神
学
が
乱
立
し
て
い
く
こ
と
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
そ
し
て
こ
の
教
派
の
教
理
教
育

（
カ
テ
キ
ズ
ム
教
育
）
と
近
代
的
な
公
教
育
（
一
般
教
育
）
を
調
和
さ
せ
る
人
格
主
義
的
な
キ
リ
ス
ト
教
教
育
学
構
築
の
努
力
は
存
在
し
た

し
、
現
在
も
続
け
ら
れ
て
い
る
眈
。
し
か
し
そ
れ
は
学
問
論
と
し
て
の
神
学
の
あ
り
方
と
他
の
諸
学
問
の
関
係
を
原
理
的
に
問
う
分
野
で

は
な
い
。

学
問
論
に
限
っ
て
言
え
ば
、
西
欧
に
お
け
る
ス
コ
ラ
神
学
は
近
代
に
至
っ
て
挑
戦
を
受
け
、
種
々
の
論
争
の
中
で
次
第
に
分
が
悪
く
な

り
、
つ
い
に
は
大
打
撃
を
受
け
る
こ
と
と
な
っ
た
。
言
う
ま
で
も
な
く
、
一
七
世
紀
の
実
証
的
な
近
代
科
学
の
成
立
、
そ
し
て
理
性
の
自

律
か
ら
出
発
す
る
近
代
哲
学
と
一
八
世
紀
啓
蒙
主
義
以
後
の
諸
科
学
（
諸
学
問
）
の
著
し
い
発
展
に
よ
っ
て
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
神
学

と
い
う
学
問
が
現
代
に
お
い
て
、
真
に
意
味
を
も
っ
た
も
の
と
し
て
成
り
立
っ
て
い
く
た
め
に
は
諸
科
学
と
積
極
的
に
対
話
を
し
て
い
く

こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
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さ
て
、
そ
れ
で
は
神
学
と
諸
科
学
と
の
関
係
は
ど
の
よ
う
な
形
で
あ
れ
ば
よ
い
の
で
あ
ろ
う
か
。「
一
般
教
養
教
育
を
重
視
す
る
神
学
部

単
科
の
大
学
」
と
い
う
東
京
基
督
教
大
学
の
特
色
か
ら
言
う
と
、
こ
の
問
い
は
大
層
重
要
な
問
い
で
あ
る
。
ま
た
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
福
音

主
義
の
神
学
の
樹
立
と
い
う
点
か
ら
も
こ
の
問
い
は
重
要
で
あ
る
。
近
年
の
福
音
派
に
お
け
る
宣
教
学
の
発
展
は
、「
福
音
と
文
化
」
と
の

関
係
に
新
た
な
光
を
投
げ
か
け
た
。
そ
し
て
文
化
人
類
学
、
宗
教
学
、
社
会
学
、
心
理
学
、
精
神
医
学
、
哲
学
等
々
の
人
間
諸
科
学
一
般

に
対
し
て
福
音
主
義
神
学
は
ど
う
関
わ
る
べ
き
か
。
こ
の
よ
う
な
問
題
が
現
在
、
浮
上
し
て
き
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

そ
こ
で
現
代
の
福
音
主
義
神
学
の
ル
ー
ツ
の
一
つ
と
な
っ
て
い
る
古
プ
リ
ン
ス
ト
ン
学
派
の
チ
ャ
ー
ル
ズ
・
ホ
ッ
ジ
（
一
七
九
七
│
一

八
七
八
）
の
「
組
織
神
学
の
方
法
論
」
を
ま
ず
取
り
上
げ
、
さ
ら
に
そ
れ
に
対
す
る
近
年
の
福
音
派
内
で
の
批
判
の
い
く
つ
か
を
見
て
み

た
い
と
思
う
。

ホ
ッ
ジ
は
そ
の
主
著
『
組
織
神
学
』
の
第
一
章
で
お
よ
そ
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
眇
。

ど
の
よ
う
な
科
学
も
二
つ
の
要
素
か
ら
成
り
立
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
事
実
（facts

）
と
観
念
（ideas

）
で
あ
る
。
科
学
と
は
単
な
る

知
識
の
集
積
で
は
な
く
、
経
験
に
よ
っ
て
体
系
づ
け
、
法
則
と
し
て
ま
と
め
あ
げ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
方
法
論
は
近
代
科
学
の
初

期
の
頃
に
ベ
ー
コ
ン
に
よ
っ
て
提
唱
さ
れ
た
も
の
で
帰
納
法
と
呼
ば
れ
る
。
帰
納
法
は
二
つ
の
原
理
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
る
。
第
一

に
、
自
然
現
象
の
原
因
と
な
る
自
然
法
則
の
存
在
。
第
二
に
、
同
一
の
原
因
は
同
じ
現
象
の
も
と
で
は
、
同
一
の
結
果
を
導
く
と
い
う
自

然
法
則
の
斉
一
性
（uniform
ity

）
の
存
在
。
こ
の
原
理
の
上
に
、
さ
ら
に
科
学
者
は
次
の
こ
と
を
前
提
に
し
て
自
然
研
究
を
行
う
。
鴣

知
覚
へ
の
全
幅
の
信
頼
。
す
な
わ
ち
自
然
の
事
実
は
人
間
の
感
覚
器
官
を
通
し
て
し
か
知
る
す
べ
が
な
い
。
鴟
精
神
作
用
へ
の
全
幅
の
信

頼
。
す
な
わ
ち
、
知
覚
、
比
較
、
連
結
、
記
憶
、
推
論
な
ど
を
認
め
る
こ
と
。
鵄
さ
ら
に
経
験
か
ら
学
習
さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
人
間

本
性
に
与
え
ら
れ
て
い
る
真
理
（
例
え
ば
因
果
律
な
ど
）
へ
の
信
頼
。

以
上
の
前
提
の
も
と
に
、
科
学
者
は
自
然
の
諸
事
実
を
査
定
し
、
分
類
し
、
そ
れ
ら
を
律
し
て
い
る
諸
法
則
を
帰
納
す
る
。
こ
れ
ら
の

諸
法
則
は
、
人
間
精
神
か
ら
直
接
に
導
か
れ
る
と
い
っ
た
も
の
で
は
な
く
、
外
界
の
諸
事
実
か
ら
帰
納
さ
れ
、
逆
に
人
間
精
神
の
上
に
刻

印
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
も
し
諸
事
実
の
収
集
が
不
十
分
で
不
完
全
で
あ
っ
た
り
す
る
と
、
誤
っ
た
法
則
が
帰
納
さ
れ
て
し
ま
う
。
そ
の
典

型
が
過
去
に
信
じ
ら
れ
て
い
た
天
動
説
で
あ
る
。
科
学
は
諸
事
実
を
造
り
出
す
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
、
あ
る
が
ま
ま
の
諸

、
、
、
、
、
、
、
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事
実
、
、

を
そ
の
ま
ま
受
け
入
れ
る
。
科
学
理
論
が
諸
事
実
を
決
定
す
る
の
で
は
な
く
、
諸
事
実
が
科
学
理
論
を
決
定
す
る
の
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
な
ホ
ッ
ジ
の
科
学
観
は
明
ら
か
に
一
九
世
紀
の
実
証
主
義
的
な
科
学
観
を
反
映
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
実
証
主
義
的
な

科
学
観
は
現
代
で
は
も
は
や
通
用
し
な
い
の
で
あ
る
が
、
そ
の
こ
と
は
ひ
と
ま
ず
お
く
と
し
て
、
興
味
深
い
こ
と
は
彼
が
こ
れ
を
組
織
神

学
の
方
法
へ
と
応
用
し
て
い
く
こ
と
で
あ
る
。

自
然
科
学
が
自
然
の
諸
事
実
を
法
則
へ
と
組
織
化
し
て
い
く
よ
う
に
、
組
織
神
学
は
聖
書
の
諸
事
実
を
組
織
化
し
、
そ
の
諸
事
実
が
含

む
原
則
と
一
般
的
真
理
を
確
証
し
て
い
く
。
そ
し
て
、
ち
ょ
う
ど
自
然
と
自
然
科
学
者
と
の
間
の
関
係
に
似
た
も
の
が
、
聖
書
と
神
学
者

と
の
間
に
存
在
し
て
い
る
。
つ
ま
り
聖
書
の
中
に
は
、
神
学
者
が
認
定
し
、
収
集
し
、
配
列
す
べ
き
諸
事
実
が
あ
る
。
聖
書
中
の
諸
事
実

を
、
内
的
連
関
に
従
っ
て
構
成
し
、
体
系
づ
け
、
法
則
と
し
て
ま
と
め
あ
げ
て
い
く
の
が
組
織
神
学
者
の
役
割
で
あ
る
。
神
が
神
と
人
間

に
つ
い
て
啓
示
し
て
い
る
諸
事
実
（
そ
れ
ら
は
す
べ
て
聖
書
中
に
含
ま
れ
て
い
る
）
を
体
系
づ
け
る
た
め
に
、
神
学
者
は
帰
納
法
を
使
う
。

そ
の
場
合
、
諸
事
実
の
収
集
が
不
完
全
で
あ
る
と
、
誤
っ
た
教
理
体
系
が
で
き
て
し
ま
う
。
ま
た
、
あ
ら
か
じ
め
神
学
者
の
精
神
の
な
か

に
存
在
す
る
理
論
に
合
わ
せ
て
聖
書
の
諸
事
実
を
体
系
づ
け
る
こ
と
も
で
き
な
い
。
あ
く
ま
で
も
聖
書
に
啓
示
さ
れ
た
客
観
的
な
諸
事
実

が
神
学
理
論
を
決
定
し
て
い
く
の
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
な
ホ
ッ
ジ
の
方
法
論
は
、
創
造
者
な
る
神
の
与
え
た
も
う
た
二
冊
の
書
物
、
す
な
わ
ち
神
の
み
業
を
記
し
た
書
物
（T

he

B
ook

of
G

od’s
w

orks

）
と
神
の
み
言
葉
を
記
し
た
書
物
（T

he
B

ook
of

G
od’s

w
ords

）
と
を
人
間
は
同
時
に
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
よ
う
に
理
解
し
た
フ
ラ
ン
シ
ス
・
ベ
ー
コ
ン
の
考
え
方
の
延
長
上
に
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

次
に
、
ホ
ッ
ジ
の
神
学
方
法
論
に
対
す
る
最
近
の
福
音
派
の
神
学
者
た
ち
の
批
判
を
見
て
み
る
。
ま
ず
、
Ｇ
・
マ
ー
ズ
デ
ン
で
あ
る
が
、

彼
は
当
時
の
ア
メ
リ
カ
思
潮
一
般
と
の
関
連
に
お
い
て
、
ホ
ッ
ジ
の
方
法
論
は
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
の
哲
学
者
た
ち
に
よ
っ
て
展
開
さ
れ
た

い
わ
ゆ
る
常
識
的
実
在
論

コ
モ
ン
・
セ
ン
ス
・
リ
ア
リ
ズ
ム
に
強
く
影
響
さ
れ
た
も
の
と
位
置
づ
け
て
い
る
。
そ
し
て
特
に
そ
の
真
理
観
に
焦
点
を
合
わ
せ
て
以
下
の
よ
う

に
批
評
し
て
い
る
。

Ａ
・
ア
レ
ク
サ
ン
ダ
ー
に
よ
っ
て
基
礎
の
据
え
ら
れ
た
古
プ
リ
ン
ス
ト
ン
神
学
の
常
識
的
実
在
論
と
は
、
基
本
的
に
、「
真
理
」
は
ど
の

時
代
の
ど
の
文
化
圏
の
人
に
も
共
通
し
て
い
る
と
い
う
確
信
で
あ
る
（
こ
の
場
合
の
「
真
理
」
と
はsapientia

の
み
な
ら
ず
、scientia
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（
科
学
的
真
理
）
も
含
め
た
「
真
理
」
の
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
こ
こ
に
は
明
ら
か
に
中
世
の
ス
コ
ラ
神
学
と
の
間
に
連
続
性
と
親
近
性
が
あ

る
）。
そ
れ
は
「
知
は
力
な
り
」
と
唱
え
、
帰
納
法
を
提
唱
し
た
ベ
ー
コ
ン
の
方
法
で
あ
り
、
客
観
主
義
を
標
榜
し
、
当
時
の
自
然
科
学
の

方
法
論
に
範
を
求
め
た
。
そ
し
て
こ
の
方
法
論
は
、
当
時
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
流
行
し
て
い
た
シ
ュ
ラ
イ
エ
ル
マ
ッ
ハ
ー
の
「
宇
宙
へ
の
絶
対

帰
依
の
感
情
」
の
よ
う
な
宗
教
感
情
に
重
き
を
置
く
主
観
主
義
や
、
歴
史
状
況
の
中
で
真
理
観
の
変
遷
す
る
歴
史
主
義
と
も
一
線
を
画
し

た
。
科
学
的
真
理
へ
の
全
幅
の
信
頼
に
よ
っ
て
全
体
が
統
一
さ
れ
て
い
る
の
で
、
科
学
と
宗
教
の
衝
突
と
い
う
事
態
が
起
こ
ら
な
い
。
事

実
、
ホ
ッ
ジ
は
、
当
時
の
地
質
学
が
長
期
間
の
地
球
形
成
の
仮
説
を
出
し
た
と
き
、
有
神
論
の
立
場
か
ら
創
世
記
一
章
の
解
釈
を
こ
れ
に

合
わ
せ
て
い
る
（
但
し
、
ダ
ー
ウ
ィ
ン
の
生
物
進
化
の
仮
説
に
つ
い
て
は
Ｂ
・
Ｂ
・
ウ
ォ
ー
フ
ィ
ー
ル
ド
と
は
対
照
的
に
こ
れ
を
き
び
し

く
批
判
し
て
い
る
）。

ま
た
、
堕
落
が
人
間
の
認
識
能
力
に
及
ぼ
す
影
響
を
重
視
し
た
オ
ラ
ン
ダ
の
改
革
派
神
学
者
た
ち
の
よ
う
に
「
二
種
類
の
科
学
観
」

（tw
o
kinds

of
science

）
と
い
う
見
方
も
取
ら
な
い
（
事
実
、
ア
ブ
ラ
ハ
ム
・
カ
イ
パ
ー
と
同
時
代
の
ウ
ォ
ー
フ
ィ
ー
ル
ド
は
カ
イ
パ

ー
流
の
宗
教
的
反
定
立
（religious

antithesis

）
と
い
う
考
え
方
に
反
対
の
意
を
表
明
し
て
い
る
）。
む
し
ろ
「
真
理
」
は
一
つ
だ
か
ら
、

合
理
的
な
推
論
に
よ
っ
て
キ
リ
ス
ト
者
も
非
キ
リ
ス
ト
者
も
と
も
に
外
界
の
真
理
を
発
見
し
う
る
、
と
い
う
実
在
論
（
真
理
観
と
し
て
は

素
朴
な
意
味
で
の
「
真
理
対
応
説
」
の
立
場
を
と
っ
た
）。

ホ
ッ
ジ
の
常
識
的
実
在
論
へ
の
批
判
は
、
Ｅ
・
ラ
ン
ナ
ー
に
よ
っ
て
も
な
さ
れ
て
い
る
。
ラ
ン
ナ
ー
は
カ
イ
パ
ー
や
ド
ー
イ
ヴ
ェ
ー
ル

ト
ら
の
宗
教
的
反
定
立
の
認
識
論
に
立
っ
て
、
ホ
ッ
ジ
の
方
法
は
か
な
り
合
理
主
義
に
色
づ
け
ら
れ
て
い
る
、
と
い
う
批
評
を
下
し
て
い
る
。

さ
ら
に
、
Ｊ
・
デ
ー
ビ
ス
は
神
学
の
文
化
脈
化
と

コ
ン
テ
ク
ス
チ
ュ
ア
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ンい

う
観
点
か
ら
、
ホ
ッ
ジ
の
神
学
方
法
論
を
コ
ン
コ
ー
ダ
ン
ス
・
モ
デ
ル
と
名
付
け

て
い
る
。
こ
の
モ
デ
ル
は
聖
書
的
啓
示
の
本
質
を
有
機
的
全
体
（organic

w
hole

）
と
し
て
捕
ら
え
る
点
で
は
優
れ
て
い
る
が
、
社
会
的

コ
ン
テ
ク
ス
ト
や
歴
史
に
対
す
る
神
学
的
考
察
が
入
る
余
地
が
な
い
、
と
批
判
し
て
い
る
。

ま
た
、
Ｊ
・
フ
レ
ー
ム
は
「
神
学
と
は
時
代
状
況
に
生
き
る
人
々
の
ニ
ー
ド
に
応
じ
た
聖
書
の
再
解
釈
と
実
生
活
へ
の
適
用
」
と
の
観

点
か
ら
、
ホ
ッ
ジ
の
客
観
主
義
と
主
知
主
義
を
批
判
し
て
い
る
。
フ
レ
ー
ム
は
ヴ
ァ
ン
・
テ
ィ
ル
を
引
用
し
つ
つ
、軈
生
の
事
実
軋
は
存
在

し
な
い
こ
と
を
述
べ
、
聖
書
は
単
に
中
立
な
事
実
の
集
積
で
は
な
く
、
す
で
に
神
に
よ
っ
て
解
釈
さ
れ
た
事
実
を
様
々
な
表
現
形
態
の
言
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語
で
表
現
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
。

現
在
、
お
よ
そ
以
上
の
よ
う
な
批
判
が
ホ
ッ
ジ
の
神
学
方
法
論
に
対
し
て
福
音
派
の
内
部
か
ら
出
て
い
る
。
ホ
ッ
ジ
の
方
法
の
特
徴
は

「
神
学
」
の
方
法
を
当
時
の
「
科
学
」
と
の
類
比
に
よ
っ
て
構
築
し
て
い
こ
う
と
し
た
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
問
題
の
第
一
点
は
、

「
科
学
」
と
い
う
も
の
が
、
本
当
に
ホ
ッ
ジ
が
理
解
し
た
よ
う
な
も
の
で
よ
い
の
か
ど
う
か
。
第
二
点
は
、「
科
学
」
が
も
っ
て
い
る
と
考

え
ら
れ
て
い
る
「
客
観
性
」
と
は
一
体
何
な
の
か
。
こ
れ
ら
に
つ
い
て
の
詳
細
な
考
察
が
必
要
で
あ
る
。
そ
れ
は
必
然
的
に
ホ
ッ
ジ
の
方

法
が
も
っ
て
い
る
ス
コ
ラ
的
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
的
発
想
の
検
討
を
も
含
む
。
筆
者
は
こ
れ
を
『
知
と
信
の
構
造
』
と
い
う
著
作
の
中
で

行
な
っ
た
。
そ
の
詳
細
を
こ
こ
で
述
べ
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
筆
者
の
分
析
と
考
え
方
の
基
本
は
オ
ラ
ン
ダ
の
カ
イ
パ
ー
や
ド
ー
イ
ヴ

ェ
ー
ル
ト
眄
の
宗
教
的
反
定
立
と
い
う
考
え
方
の
延
長
上
に
あ
る
。

二
、「
理
論
と
実
践
の
二
分
法
」
の
克
服

神
学
と
諸
科
学
と
の
関
係
と
区
別
に
つ
い
て
の
考
察
は
学
問
論
と
し
て
重
要
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
私
た
ち
の
信
仰
生
活
の
現
場
に
も

必
要
な
こ
と
で
あ
る
。
神
学
は
教
会
の
牧
師
や
伝
道
師
に
必
要
な
学
問
と
い
う
だ
け
で
は
な
く
、
信
仰
を
も
っ
て
様
々
な
文
化
領
域
に
遣

わ
さ
れ
て
い
る
キ
リ
ス
ト
者
す
べ
て
に
必
要
な
学
問
で
あ
り
、
ま
た
、
日
常
の
生
活
と
結
び
つ
け
ら
れ
て
真
に
実
践
的
な
学
問
と
し
て
形

成
さ
れ
て
い
か
ね
ば
な
ら
な
い
。

今
、
実
践
的
と
書
い
た
が
、
そ
も
そ
も
実
践
的
と
理
論
的
と
い
っ
た
よ
く
使
わ
れ
る
二
分
法
自
体
が
問
題
で
あ
ろ
う
。
こ
の
二
分
法
は

実
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
由
来
し
て
い
る
。

よ
り
正
確
に
言
え
ば
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
学
問
を
三
つ
に
分
類
し
た
。
彼
は
理
論
セ
オ
リ
ア

と
実
践

ブ
ラ
ク
シ
ス
と
制
作

ポ
イ
エ
シ
ス
と
い
う
人
間
の
三
つ
の
活
動
を
分
類

し
、
そ
れ
に
対
応
し
て
学
問
を
お
お
き
く
理
論
学
、
実
践
学
、
制
作
学
に
分
け
た
眩
。
理
論
学
と
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ

ち
人
間
の
意
志
か
ら
独
立
し
て
い
て
「
そ
れ
以
外
の
仕
方
に
お
い
て
は
あ
り
え
な
い
」
対
象
に
か
か
わ
り
、
そ
れ
ゆ
え
論
証
可
能
な
必
然

的
な
学
。
論
理
学
、
数
学
、
自
然
学
、
形
而
上
学
が
こ
れ
に
含
ま
れ
る
。
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こ
れ
に
対
し
て
制
作
学
の
対
象
は
「
こ
と
わ
り
に
即
し
た
制
作
可
能
状
態
」
と
し
て
人
間
が
端
初
を
も
ち
、
み
ず
か
ら
の
意
志
に
し
た

が
っ
て
制
作
し
て
い
く
と
こ
ろ
に
存
在
す
る
。
こ
の
知
は
理
論
知

エ
ピ
ス
テ
ー
メ
ー
と
は
異
な
っ
て
技
術
テ
ク
ネ
ー

と
い
う
形
を
と
る
。
一
方
、
実
践
学
は
こ
の
二
つ

の
中
間
に
位
置
し
、
人
間
の
行
為
エ
ル
ゴ
ン

に
か
か
わ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
そ
れ
は
一
部
は
自
然
の
必
然
性
に
服
し
な
が
ら
も
、
人
間
の
選
択
意
志
に

か
か
わ
り
、「
こ
と
わ
り
に
即
し
た
真
な
る
行
為
可
能
状
態
」
と
し
て
存
在
す
る
。

以
上
の
よ
う
な
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
学
問
の
分
類
に
即
し
て
言
え
ば
、
ト
マ
ス
の
ス
コ
ラ
神
学
は
理
論
学
と
し
て
展
開
さ
れ
た
。
こ
れ

は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
自
身
が
『
形
而
上
学
』
の
中
で
第
一
哲
学
と
し
て
神
学
（
＝
形
而
上
学
）
を
分
類
し
て
い
た
そ
の
分
類
に
従
っ
た
も

の
で
あ
る
眤
。

も
ち
ろ
ん
宗
教
改
革
者
お
よ
び
そ
の
後
の
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
神
学
者
た
ち
は
、
そ
の
よ
う
な
意
味
で
の
「
理
論
学
」
と
し
て
神
学
を

捕
ら
え
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
た
だ
そ
れ
で
も
「
学
問
と
し
て
の
神
学
」
を
構
築
し
て
い
く
と
な
る
と
、
色
々
と
む
ず
か
し
い
こ
と
が
出

て
く
る
。
そ
の
一
例
が
先
述
の
ホ
ッ
ジ
の
神
学
方
法
論
に
も
出
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
学
問
に
お
け
る
理
論
知
と
実
践
知
の
二
分
法
が
、
さ
ら
に
近
代
に
な
っ
て
、
デ
カ
ル
ト
の
主
観
│
客
観
の
二
元
論

に
よ
っ
て
よ
り
一
層
増
幅
さ
れ
た
。
こ
の
中
で
啓
蒙
主
義
以
降
に
、
科
学
の
方
法
の
「
客
観
性
」
と
い
う
こ
と
が
確
立
さ
れ
て
い
く
わ
け

で
あ
る
。
そ
こ
で
、
わ
れ
わ
れ
と
し
て
は
神
学
と
諸
科
学
と
の
関
係
を
考
え
る
に
あ
た
っ
て
も
う
一
度
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
い
う
「
理

論
」
と
「
実
践
」
の
区
別
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
を
批
判
的
に
検
討
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
。

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
実
践
知
の
本
質
と
し
た
軈
思
慮
深
さ

フ
ロ
ネ
ー
シ
ス

軋
と
は
ど
う
い
う
も
の
で
あ
る
か
、
そ
れ
を
現
代
の
哲
学
や
諸
科
学
と
の
対

話
の
中
で
再
構
築
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
の
で
あ
る
。
ち
ょ
う
ど
カ
ル
ヴ
ァ
ン
が
当
時
の
人
文
主
義
と
対
話
し
つ
つ
こ
れ
を
キ
リ
ス
ト
教

的
な
も
の
に
再
構
築
し
た
よ
う
に
。
こ
の
と
き
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
に
の
っ
と
っ
た
実
践
則
理
論
、
生
活
と
学
問
の
間
の
解
釈
学
的
循
環
と

し
て
の
神
学
と
諸
科
学
の
関
係
の
本
質
が
明
瞭
に
な
っ
て
く
る
は
ず
で
あ
る
。
筆
者
は
こ
の
よ
う
な
方
法
論
を
『
知
と
信
の
構
造
』
第
三

章
の
ガ
ダ
マ
ー
解
釈
学
の
説
明
の
延
長
上
に
お
い
て
「
超
越
論
的
解
釈
学
」
と
名
付
け
た
眞
。

詳
細
は
省
か
ざ
る
を
え
な
い
が
、
聖
書
に
沿
っ
て
簡
単
に
説
明
す
る
と
こ
う
で
あ
る
。
エ
ペ
ソ
書
一
章
八
節
に
次
の
よ
う
な
箇
所
が
あ
る
。

「
神
は
こ
の
恵
み
を
わ
た
し
た
ち
の
上
に
あ
ふ
れ
さ
せ
、
す
べ
て
の
知
恵
ソ
フ
ィ
ア

と
思
慮
深
さ

フ
ロ
ネ
ー
シ
ス

と
を
与
え
て
、
秘
め
ら
れ
た
計
画
を
わ
た
し
た
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ち
に
知
ら
せ
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
」。

こ
こ
で
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
流
に
解
釈
す
れ
ば
、
知
恵
ソ
フ
ィ
ア

は
理
論
知
に
属
し
、
思
慮
深
さ

フ
ロ
ネ
ー
シ
ス

は
実
践
知
に
属
す
る
眥
。

し
か
し
こ
の
箇
所
は
こ
れ
ら
両
方
と
も
に
御
子
の
血
に

よ
る
贖
い
を
通
し
て
、
同
時
に
キ
リ
ス
ト
者
に
神
よ
り

の
恵
み
と
し
て
与
え
ら
れ
る
と
言
っ
て
い
る
の
で
あ

る
。
理
論
知
と
実
践
知
は
切
り
離
し
て
は
い
け
な
い
の

だ
。
人
間
の
堕
罪
に
よ
り
見
失
わ
れ
て
い
た
神
の
創
造

の
本
来
の
姿
が
御
子
の
贖
い
の
わ
ざ
に
よ
っ
て
回
復
さ

せ
ら
れ
る
。
そ
こ
に
神
の
創
造
の
法
が
適
用
さ
れ
る
。

こ
れ
を
超
越
論
的
解
釈
学
と
呼
ぶ
の
で
あ
る
。
つ
ま
り

超
越
論
的
解
釈
学
は
、
創
造
、
堕
罪
、
イ
エ
ス
・
キ
リ

ス
ト
に
よ
る
聖
霊
の
交
わ
り
を
通
し
て
の
贖
罪
（
回
復
）

と
い
っ
た
一
息
ひ
と
い
き

の
宗
教
的
根
本
動
因
、
こ
の
動
因
に
よ

っ
て
生
み
出
さ
れ
る
世
界
観
を
基
礎
に
す
る
体
系
で
あ

る
が
、
こ
れ
は
聖
書
解
釈
学
を
も
含
む
被
造
的
リ
ア
リ

テ
ィ
全
体
の
解
釈
学
な
の
で
あ
る
。

超
越
論
的
解
釈
学
は
「
神
の
多
様
な
創
造
の
法
」

（
十
五
に
分
岐
し
た
宇
宙
論
的
な
法
│
図
１
参
照
）
と

そ
の
「
神
の
法
に
従
属
す
る
（subject

to

）
も
の
」

を
思
惟
の
中
心
に
置
い
て
い
る
。
神
の
法
に
従
属
す
る
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も
の
が
「
主
体
」（subject

）
な
の
で
あ
る
。「
主
体
」（
ラ
テ
ン
語subjectum

）
は
も
と
も
と
「
基
体
」（
ギ
リ
シ
ア
語uvp

okeivm
enon

）

の
同
義
語
で
あ
る
が
、
こ
の
「
基
体
」

ヒ
ュ
ポ
ケ
イ
メ
ノ
ン

が
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
形
而
上
学
に
お
い
て
は
「
質
料
と
形
相
」
で
あ
り
、
近
代
哲
学
（
デ
カ
ル
ト

哲
学
）
に
お
い
て
は
「
自
我
エ

ゴ

」
な
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
わ
れ
わ
れ
の
超
越
論
的
解
釈
学
に
お
い
て
は
「
基
体
」
は
「
神
の
法
に
従
属
す

る
も
の
」
で
あ
る
。

ギ
リ
シ
ア
哲
学
や
近
代
哲
学
と
は
違
う
主
体
（
と
客
体
）
の
存
在
論
が
わ
れ
わ
れ
の
出
発
点
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
こ
こ
で
ポ
ス
ト

近
代
モ
ダ
ン

の
全
く
新
し
い
コ
ス
モ
ロ
ジ
ー
を
提
起
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

三
、
広
義
の
神
学

神
は
世
界
の
創
造
者
で
あ
る
。
神
が
こ
の
地
球
と
人
間
を
創
造
し
た
が
ゆ
え
に
人
間
は
こ
の
地
球
環
境
の
中
に
存
在
せ
し
め
ら
れ
た
。

そ
し
て
神
は
そ
の
人
間
に
御
自
身
を
啓
示
し
た
。
そ
れ
に
よ
っ
て
人
間
は
神
が
い
か
な
る
方
で
あ
る
か
を
知
る
よ
う
に
な
っ
た
。

人
間
の
側
か
ら
言
え
ば
、
自
分
が
存
在
す
る
と
い
う
ほ
ぼ
自
明
な
認
識
と
神
の
認
識
と
は
切
り
離
せ
な
い
事
柄
で
あ
る
。
あ
た
か
も
神

が
存
在
し
な
い
か
の
よ
う
な
顔
を
し
て
自
己
の
存
在
を
語
る
こ
と
は
で
き
な
い
。「
人
間
か
ら
遠
く
離
れ
た
神
」
は
存
在
し
な
い
し
、「
神

か
ら
自
律
し
た
絶
対
的
に
自
由
な
人
間
」
も
存
在
し
な
い
。
人
間
自
我
が
あ
る
と
こ
ろ
、
つ
ね
に
存
在
す
る
神
が
い
る
の
で
あ
る
（
こ
れ

を
滝
沢
克
己
の
表
現
を
借
り
て
「
イ
ン
マ
ヌ
エ
ル
の
原
事
実
」
と
呼
ぶ
こ
と
も
で
き
る
）眦
。
人
類
出
現
の
初
期
の
頃
か
ら
宗
教
と
称
さ
れ

る
精
神
現
象
が
存
在
し
、
そ
れ
を
共
同
体
内
で
実
践
す
る
宗
教
儀
礼
が
行
な
わ
れ
て
き
た
こ
と
か
ら
も
そ
の
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

「
汝
自
身
を
知
れ
」
と
い
う
ギ
リ
シ
ア
の
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
問
い
か
け
も
、
実
は
神
認
識
の
問
題
と
切
り
離
せ
な
か
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら

ギ
リ
シ
ア
人
た
ち
は
ヘ
ブ
ル
人
た
ち
の
よ
う
な
神
の
自
己
啓
示
と
い
う
発
想
を
も
っ
て
い
な
か
っ
た
。
ギ
リ
シ
ア
宗
教
の
神
々
は
世
界
の

創
造
者
で
は
な
い
し
、
ま
た
歴
史
に
介
入
す
る
人
格
的
な
神
で
も
な
か
っ
た
。
ま
た
ギ
リ
シ
ア
哲
学
の
神
（
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
神
）
は
世

界
に
運
動
を
与
え
る
第
一
原
因
（
不
動
の
運
動
者
）
で
は
あ
っ
て
も
人
間
の
歴
史
そ
の
も
の
を
支
配
す
る
人
格
的
な
神
で
は
な
か
っ
た
眛
。

だ
が
も
し
聖
書
の
告
げ
る
神
の
創
造
啓
示
か
ら
出
発
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
リ
ア
リ
テ
ィ
（
実
在
）
の
全
体
は
当
然
こ
の
神
と
結
び
つ
け
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ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
世
界
の
出
来
事
で
こ
の
神
と
無
関
係
に
お
こ
る
出
来
事
は
一
つ
と
し
て
存
在
し
な
い
。
そ
の
よ
う
に
考
え
る
こ
と

は
神
の
創
造
啓
示
を
認
め
な
い
こ
と
で
あ
る
。
神
の
創
造
の
法
の
啓
示
を
認
め
れ
ば
神
学
は
必
然
的
に
人
間
を
含
む
被
造
物
全
体
を
神
と

の
関
係
で
扱
う
学
問
と
な
る
。
す
な
わ
ち
リ
ア
リ
テ
ィ
全
体
を
神
と
の
関
係
で
（sub

ratione
D
ei

）
扱
う
学
問
が
神
学
で
あ
る
眷
。
こ

れ
は
神
学
の
定
義
と
し
て
は
大
層
広
い
。
広
過
ぎ
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
こ
で
こ
れ
を
「
広
義
の
神
学
」
と
名
付
け
た
い
と
思
う
。

筆
者
は
よ
り
正
確
に
広
義
の
神
学
を
、「
神
の
法
の
下
で
創
造
、
堕
罪
、
贖
罪
の
宗
教
的
根
本
動
因
に
基
づ
い
て
リ
ア
リ
テ
ィ
全
体
を
探

究
す
る
学
問
」
と
定
義
し
た
い
と
思
う
。
こ
れ
は
「
救
済
の
事
柄
」
の
み
を
扱
う
従
来
の
神
学
（
狭
義
の
神
学
）
に
比
べ
て
ず
っ
と
広
い

内
容
を
扱
う
こ
と
に
な
る
（
筆
者
自
身
は
む
し
ろ
こ
れ
を
キ
リ
ス
ト
教
哲
学
と
い
う
言
葉
で
呼
ぶ
方
が
ふ
さ
わ
し
い
と
考
え
る
が
、
キ
リ

ス
ト
教
哲
学
と
い
う
発
想
が
多
く
の
点
で
神
学
と
重
な
る
部
分
を
も
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
あ
え
て
こ
の
よ
う
に
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
。
キ

リ
ス
ト
教
哲
学
と
狭
義
の
神
学
と
の
違
い
の
詳
細
に
つ
い
て
は
稿
を
改
め
て
論
じ
た
い
と
思
う
）。
広
義
の
神
学
は
狭
義
の
神
学
を
内
に
含

ん
で
は
い
る
が
、
必
ず
し
も
「
救
済
の
事
柄
」
を
主
題
的
に
は
扱
わ
な
い
。
広
義
の
神
学
は
狭
義
の
神
学
と
対
立
す
る
概
念
で
は
な
く
て
、

狭
義
の
神
学
が
主
題
的
に
扱
う
「
救
済
の
事
柄
」
を
必
ず
し
も
主
題
と
は
し
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
別
の
言
い
方
を
す
れ
ば
、
狭
義

の
神
学
は
キ
リ
ス
ト
の
三
職
の
う
ち
祭
司
職
を
強
調
す
る
が
、
広
義
の
神
学
は
王
職
を
強
調
す
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

つ
ま
り
救
済
の
贖
い
主
キ
リ
ス
ト
は
同
時
に
世
を
統
べ
治
め
、
そ
し
て
世
を
裁
く
王
で
あ
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
で
も
神

と
人
と
の
仲
保
者
キ
リ
ス
ト
は
人
間
の
罪
に
対
す
る
贖
い
主
で
あ
り
、
認
識
の
仲
保
者
で
は
な
い
。
つ
ま
り
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
は
宇
宙

論
的
（
存
在
論
的
）
統
一
者
（
コ
ロ
サ
イ
一
・
17
）
で
は
あ
っ
て
も
、
人
間
の
側
か
ら
第
一
原
因
に
遡
及
し
て
い
く
た
め
の
認
識
論
的
な

仲
保
者
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
に
考
え
る
こ
と
は
、
古
代
の
弁
証
家
が
唱
え
た
ロ
ゴ
ス
・
キ
リ
ス
ト
論
、
そ
し
て
中

世
と
近
代
の
自
然
神
学
に
あ
っ
た
よ
う
な
一
種
の
プ
ラ
ト
ン
主
義
に
陥
っ
て
い
く
こ
と
と
な
る
眸
の
で
注
意
を
要
す
る
。

と
こ
ろ
で
、
神
が
世
界
の
創
造
者
で
あ
る
と
い
う
認
識
が
、
と
り
も
な
お
さ
ず
一
七
世
紀
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
い
て
近
代
科
学
が
誕
生
す

る
背
景
に
あ
っ
た
。
よ
り
正
確
に
言
え
ば
、
近
代
科
学
と
は
神
の
時
間
内
の
創
造
の
法
の
第
四
番
目
の
物
理
的
局
面
（
図
１
参
照
）
の
探

究
で
あ
る
。
し
か
し
近
代
科
学
誕
生
の
背
景
に
は
、
実
は
も
う
一
つ
重
要
な
こ
と
と
し
て
、
あ
る
独
特
な
自
然
の
認
識
の
仕
方
が
あ
っ
た
。

こ
れ
は
ギ
リ
シ
ア
的
思
考
を
そ
の
起
源
と
し
て
い
る
。
ガ
リ
レ
オ
は
「
宇
宙
と
い
う
書
物
は
数
学
の
言
語
で
書
か
れ
て
い
る
」
と
い
う
名
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文
句
を
吐
い
た
が
、
こ
こ
に
出
て
い
る
精
神
は
神
の
創
造
し
た
自
然
の
法
則
は
数
学
的
に
表
現
可
能
、
と
い
っ
た
合
理
主
義
の
精
神
で
あ

る
。
つ
ま
り
創
造
の
神
は
認
め
て
も
そ
れ
は
第
一
原
因
と
し
て
の
神
と
い
う
、
い
わ
ば
理
神
論
的
な
神
の
側
面
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
し

て
キ
リ
ス
ト
教
思
想
と
ギ
リ
シ
ア
思
想
の
折
衷
か
ら
誕
生
し
た
の
が
ほ
か
な
ら
ぬ
近
代
科
学
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。

や
が
て
近
代
科
学
が
発
展
す
る
に
つ
れ
て
、
逆
に
宇
宙
と
世
界
か
ら
創
造
者
な
る
神
の
観
念
を
追
い
出
し
て
し
ま
っ
た
。
ガ
リ
レ
オ
の

発
見
し
た
慣
性
の
法
則
が
あ
れ
ば
、
物
体
は
第
一
原
因
な
く
し
て
運
動
し
続
け
る
と
考
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
因
果
的
に
閉

じ
た
力
学
的
・
機
械
的
な
世
界
観
が
一
八
世
紀
の
啓
蒙
主
義
、
一
九
世
紀
の
実
証
主
義
の
時
代
に
出
現
す
る
。
今
や
、
世
界
の
中
心
は
自

律
し
た
理
性
を
も
つ
人
間
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
こ
の
閉
鎖
的
な
世
界
か
ら
神
は
完
全
に
追
放
さ
れ
、「
神
は
死
ん
だ
」（
ニ
ー
チ
ェ
）
か
と
い
う
と
そ
う
で
も
な
か
っ
た
の
で

あ
る
。
世
界
の
中
心
に
位
置
し
て
い
た
は
ず
の
誇
り
高
き
人
間
は
実
は
完
全
に
宗
教
か
ら
自
由
に
な
れ
な
か
っ
た
の
だ
。
人
間
は
今
度
は

人
間
の
意
識
か
ら
神
を
求
め
る
よ
う
に
事
態
が
逆
転
し
て
い
っ
た
。
コ
ギ
ト
・
エ
ル
ゴ
・
ス
ム
（
わ
れ
思
う
、
ゆ
え
に
わ
れ
有
り
）
の
命

題
か
ら
始
め
て
次
に
神
の
存
在
証
明
を
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
デ
カ
ル
ト
、
神
を
絶
対
無
限
の
実
体
と
規
定
し
た
ス
ピ
ノ
ザ
、
さ
ら
に
は

実
践
理
性
の
道
徳
律
と
し
て
神
を
要
請
し
た
カ
ン
ト
な
ど
は
、
ま
だ
理
性
を
駆
使
し
て
神
を
論
じ
た
世
代
で
あ
っ
た
。
し
か
し
次
の
ロ
マ

ン
主
義
、
そ
し
て
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
に
至
り
神
は
依
然
と
し
て
求
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
神
は
理
性
か
ら
切
り
離
さ
れ
て
い
っ
た
。

四
、
広
義
の
神
学
と
諸
宗
教

神
な
し
の
閉
じ
た
機
械
的
な
世
界
観
、
さ
ら
に
は
そ
れ
へ
の
反
動
と
し
て
の
人
間
の
意
識
（
宗
教
意
識
）
か
ら
の
超
越
（
者
）
の
希
求
、

い
わ
ば
著
者
で
あ
る
神
を
追
い
出
し
て
し
ま
っ
た
世
界
、
そ
の
世
界
と
い
う
テ
ク
ス
ト
か
ら
そ
の
テ
ク
ス
ト
の
著
者
は
誰
で
あ
っ
た
か
を

必
死
に
読
み
取
ろ
う
と
す
る
努
力
が
な
さ
れ
る
。
し
か
し
現
実
に
は
、
人
間
に
そ
の
よ
う
な
宗
教
意
識
を
生
み
出
さ
せ
る
作
者
は
い
る
わ

け
で
あ
る
。
創
造
者
な
る
神
が
人
間
の
良
心
を
通
し
、
歴
史
を
通
し
、
自
然
を
通
し
て
御
自
身
を
啓
示
し
た
。
キ
リ
ス
ト
教
徒
は
神
は
も

う
一
つ
の
テ
ク
ス
ト
、
す
な
わ
ち
旧
新
約
聖
書
を
通
し
て
神
が
御
自
身
を
三
一
の
神
と
し
て
よ
り
明
瞭
に
啓
示
し
た
と
信
じ
て
い
る
。
し
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た
が
っ
て
キ
リ
ス
ト
教
神
学
は
旧
新
約
聖
書
の
啓
示
を
そ
の
学
問
的
研
究
の
基
礎
と
す
る
。
し
か
し
旧
新
約
聖
書
を
神
の
特
別
な
啓
示
と

認
め
な
い
（
す
な
わ
ち
聖
書
の
権
威
を
読
め
な
い
）
人
は
世
界
を
通
し
、
歴
史
を
通
し
て
啓
示
さ
れ
て
い
る
そ
の
神
を
、
人
間
の
側
か
ら

人
間
の
宗
教
意
識
を
通
し
て
探
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
例
え
ば
ト
レ
ル
チ
の
宗
教
的
ア
・
プ
リ
オ
リ
）。
そ
の
と
き
神
を
求
め
る
学
問
は

宗
教
学
の
領
域
、
つ
ま
り
諸
宗
教
の
研
究
の
領
域
と
重
な
る
こ
と
と
な
る
。

そ
う
で
は
あ
る
が
、
わ
れ
わ
れ
の
よ
う
に
神
学
を
広
く
、「
神
の
法
の
下
で
リ
ア
リ
テ
ィ
全
体
を
探
究
す
る
学
問
」
と
定
義
す
る
の
で
あ

れ
ば
、
こ
の
神
学
に
お
い
て
は
世
界
の
諸
宗
教
に
関
心
を
も
ち
、
宗
教
史
を
も
研
究
の
対
象
に
す
る
の
は
こ
れ
ま
た
当
然
の
こ
と
で
あ
る
。

「
諸
宗
教
は
不
信
仰
」（
バ
ル
ト
）
と
し
て
諸
宗
教
の
体
験
と
伝
統
を
広
義
の
神
学
の
探
究
か
ら
は
ず
し
て
し
ま
う
こ
と
は
で
き
な
い
の
で

あ
る
。

世
界
の
諸
宗
教
は
枢
軸
時
代
（
紀
元
前
八
世
紀
│
三
世
紀
）
を
境
に
救
済
宗
教
と
し
て
姿
を
現
わ
し
、
そ
の
後
の
世
界
の
歴
史
と
文
明

に
多
大
な
影
響
を
与
え
た
。
世
界
の
各
地
の
文
化
は
必
ず
そ
の
地
域
の
宗
教
と
深
く
結
び
つ
い
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
広
義
の
神
学
は
宗

教
と
絡
み
合
っ
て
出
て
く
る
各
地
の
文
化
を
も
課
題
と
す
る
。
宗
教
の
存
在
の
普
遍
性
（
宗
教
的
根
本
動
因
の
普
遍
性
）
と
同
時
に
各
地

の
文
化
の
相
対
性
（
信
仰
的
局
面
や
歴
史
的
局
面
に
よ
っ
て
性
格
づ
け
ら
れ
た
リ
ア
リ
テ
ィ
）
を
問
題
に
す
る
（
図
１
参
照
）。
し
た
が
っ

て
人
間
学
一
般
や
文
化
諸
科
学
と
深
い
関
係
を
も
つ
。
日
本
に
お
け
る
広
義
の
神
学
は
当
然
、
日
本
の
文
化
と
歴
史
を
問
題
に
す
る
。
ま

た
問
題
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
比
較
哲
学
、
比
較
文
化
論
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
は
広
義
の
神
学
に
と
っ
て
特
に
重
要
で
あ
る
。
異
な
る

宗
教
、
異
な
る
文
化
を
比
較
し
、
検
討
を
加
え
る
こ
と
は
そ
の
見
返
り
と
し
て
自
分
の
宗
教
的
信
仰
、
自
分
の
生
き
て
い
る
文
化
を
逆
に

問
う
こ
と
と
な
っ
て
く
る
。
異
文
化
・
異
宗
教
を
理
解
す
る
こ
と
は
自
文
化
・
自
宗
教
を
よ
り
深
く
理
解
す
る
こ
と
に
つ
な
が
る
。
他
者

理
解
は
必
ず
や
自
己
理
解
へ
と
は
ね
か
え
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
問
わ
れ
る
の
は
、
宗
教
学
や
宗
教
史
、
な
い
し
は
宗
教
哲
学
と
い
う
個
別
学
問
の
領
域
と
、
す
で
に
定
義
し
た
広
義
の
神
学
の

方
法
論
と
の
関
係
で
あ
る
。
一
般
に
諸
科
学
と
神
学
と
の
関
係
と
区
別
が
問
題
と
な
る
。
こ
こ
で
学
問
の
方
法
と
し
て
の
解
釈
学
が
重
要

と
な
っ
て
く
る
。

も
と
も
と
解
釈
学
は
デ
ィ
ル
タ
イ
に
お
い
て
、
自
然
科
学
の
方
法
論
に
対
抗
す
る
精
神
科
学
の
方
法
論
と
し
て
提
起
さ
れ
て
い
た
。
と
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こ
ろ
が
現
在
で
は
自
然
科
学
も
ま
た
解
釈
学
的
側
面
を
も
っ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
て
き
て
い
る
睇
。
そ
れ
ゆ
え
に
筆
者
は
精
神

科
学
と
自
然
科
学
の
両
方
を
同
時
に
意
味
づ
け
る
方
法
と
し
て
の
超
越
論
的
解
釈
学
を
提
起
し
、
こ
れ
に
よ
っ
て
広
義
の
神
学
を
構
築
し

て
い
こ
う
と
し
て
い
る
。

超
越
論
的
解
釈
学
に
お
い
て
は
、
自
分
の
宗
教
的
信
仰
を
保
ち
つ
つ
、
他
の
信
仰
を
理
解
し
て
い
く
こ
と
が
可
能
と
な
る
。
ま
た
最
近

の
地
球
大
の
規
模
の
伝
統
宗
教
の
復
興
の
意
味
づ
け
と
諸
宗
教
間
対
話
が
キ
リ
ス
ト
教
の
立
場
か
ら
い
か
に
し
て
可
能
か
、
と
い
う
問
題

に
も
解
決
の
方
向
性
を
与
え
る
。
そ
れ
に
っ
て
他
信
仰
の
理
解
だ
け
で
な
く
、
自
分
の
信
仰
の
理
解
が
深
ま
る
こ
と
を
示
唆
す
る
。

従
来
、
キ
リ
ス
ト
教
神
学
者
が
他
宗
教
者
と
対
話
す
る
と
き
、
こ
の
点
が
必
ず
し
も
明
瞭
で
は
な
か
っ
た
。
こ
こ
で
パ
ウ
ル
・
テ
ィ
リ

ッ
ヒ
（
一
八
八
六
│
一
九
六
五
）
を
例
に
と
っ
て
説
明
し
て
み
よ
う
。

五
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
宗
教
理
解

パ
ウ
ル
・
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
に
と
っ
て
宗
教
の
定
義
と
は
「
究
極
的
な
関
心
事
」
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
実
際
に
彼
の
著
作
か
ら
引
用
し

て
み
る
と
こ
う
で
あ
る
。

「
宗
教
と
は
人
間
精
神
の
一
機
能
で
は
な
く
、
人
間
精
神
の
全
体
性
に
お
け
る
深
み
の
次
元
で
あ
る
」睚
。

こ
こ
で
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
「
人
間
精
神
の
機
能
」
と
し
て
、
倫
理
的
機
能
、
認
識
的
機
能
、
美
的
機
能
、
感
情
的
機
能
を
挙
げ
て
い
る
。

彼
に
よ
れ
ば
宗
教
と
は
こ
れ
ら
と
並
列
さ
れ
る
よ
う
な
人
間
精
神
の
一
機
能
な
の
で
は
な
く
、
こ
れ
ら
諸
機
能
の
一
段
深
い
次
元
に
あ
る

究
極
的
な
関
心
事
だ
、
と
言
う
の
で
あ
る
。
し
か
し
現
実
に
は
宗
教
は
こ
れ
ら
人
間
精
神
の
他
の
諸
機
能
と
並
ぶ
一
つ
の
機
能
と
な
っ
て

し
ま
っ
た
。
そ
こ
に
宗
教
が
歴
史
上
に
た
ど
っ
た
さ
ま
ざ
ま
な
過
ち
と
悲
劇
が
あ
っ
た
の
だ
、
と
。

し
か
し
な
が
ら
、
宗
教
は
現
象
と
し
て
現
わ
れ
る
と
き
、
ま
ぎ
れ
も
な
く
歴
史
的
に
ま
た
文
化
的
に
あ
る
特
定
の
形
を
取
ら
ざ
る
を
え

な
い
。
宗
教
的
信
仰
は
明
ら
か
に
歴
史
上
の
出
来
事
と
し
て
出
現
す
る
。
し
た
が
っ
て
こ
れ
は
や
は
り
人
間
精
神
の
機
能
の
中
に
あ
る
宗

教
的
機
能
（
筆
者
は
こ
れ
を
神
の
創
造
の
法
の
第
十
五
番
目
の
「
信
仰
的
機
能
（
何
も
の
か
を
信
ず
る
機
能
）」
と
呼
ぶ
が
（
図
１
参
照
））
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が
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
も
し
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
歴
史
的
に
異
な
っ
た
状
態
で
出
現
し
て
き
た
諸
信
仰
が
互
い
に

対
話
す
る
と
い
う
こ
と
も
不
可
能
で
あ
る
。
ま
た
自
己
の
信
仰
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
も
不
明
瞭
な
も
の
と
な
っ
て
い
く
で
あ
ろ
う
。

実
際
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
場
合
、
こ
の
こ
と
が
現
実
に
起
こ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
バ
ル
ト
と
並
び
称
せ
ら
れ
、
二
○
世
紀
の
代
表
的
神
学

者
で
あ
り
、
ま
た
来
日
し
て
日
本
の
仏
教
者
と
も
積
極
的
に
対
話
し
た
彼
で
あ
る
が
、
そ
の
信
仰
的
立
場
は
最
終
的
に
は
実
存
的
神
秘
主

義
に
陥
っ
た
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
つ
ま
り
他
宗
教
と
の
対
話
の
中
で
、〈
有
神
論
の
神
を
越
え
る
神
〉睨
（G

ott
über

G
ott

）
な
い
し

は
〈
存
在
そ
れ
自
体
〉睫
（Sein-Selbst

）
を
導
入
し
、
し
か
も
こ
の
抽
象
的
な
〈
神
〉
へ
の
「
絶
対
的
信
仰
」睛
を
説
く
こ
と
を
主
張
す
る

か
ら
で
あ
る
。
も
し
彼
が
「
人
間
精
神
の
一
機
能
」
と
し
て
の
信
仰
的
機
能
を
導
入
し
て
い
れ
ば
、
こ
の
種
の
神
秘
主
義
に
は
陥
ら
な
か

っ
た
と
思
わ
れ
る
。
つ
ま
り
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
に
は
精
神
の
経
験
的
機
能
の
一
つ
と
し
て
の
「
信
仰
的
機
能
」
と
前
経
験
的
（
超
時
間
的
）
で

霊
的
な
宗
教
的
根
本
動
因
の
区
別
が
な
さ
れ
て
い
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

わ
れ
わ
れ
は
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
言
う
「
深
み
の
次
元
」
を
わ
れ
わ
れ
の
宗
教
的
根
本
動
因
に
近
い
概
念
と
見
な
す
こ
と
が
で
き
る
。
そ

し
て
そ
れ
を
先
述
し
た
よ
う
に
キ
リ
ス
ト
教
的
動
因
の
場
合
に
、
創
造
、
堕
罪
、
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
に
よ
る
聖
霊
の
交
わ
り
を
通
し
て

の
贖
罪
と
同
一
視
し
、
精
神
の
「
信
仰
的
機
能
」
と
は
区
別
す
る
の
で
あ
る
。

テ
ィ
リ
ッ
ヒ
に
つ
い
て
も
う
一
つ
、
彼
の
哲
学
と
神
学
の
関
係
に
つ
い
て
の
考
え
方
を
つ
け
加
え
て
お
き
た
い
。
彼
は
一
九
四
○
年
九

月
二
十
五
日
に
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
の
ユ
ニ
オ
ン
神
学
校
の
教
授
就
任
講
演
に
お
い
て
、「
哲
学
と
神
学
」
と
題
す
る
講
演
を
行
な
っ
た
睥
。
テ

ィ
リ
ッ
ヒ
の
定
義
に
よ
れ
ば
哲
学
と
は
存
在
そ
の
も
の
に
関
す
る
学
問
で
あ
る
が
、
そ
れ
ゆ
え
に
神
学
と
は
切
り
離
せ
な
い
と
言
う
。
そ

し
て
神
学
を
ケ
リ
ュ
グ
マ
的
神
学
と
哲
学
的
神
学
の
二
つ
に
類
型
化
す
る
。
ケ
リ
ュ
グ
マ
的
神
学
と
は
キ
リ
ス
ト
教
の
使
信
の
内
容
を
秩

序
だ
て
て
組
織
的
に
再
現
し
よ
う
と
す
る
試
み
で
あ
り
、
哲
学
的
神
学
と
は
ケ
リ
ュ
グ
マ
の
内
容
を
哲
学
と
の
密
な
る
相
互
関
係
の
中
で

明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
試
み
で
あ
る
、
と
し
て
い
る
。
キ
リ
ス
ト
教
思
想
史
に
は
い
つ
で
も
こ
の
二
つ
の
型
の
神
学
が
互
い
に
補
い
合

い
な
が
ら
存
在
し
て
き
た
の
で
あ
り
、「
神
学
部
に
は
ケ
リ
ュ
グ
マ
的
神
学
お
よ
び
哲
学
的
神
学
を
そ
れ
ぞ
れ
代
表
す
る
教
授
を
一
人
ず
つ

持
つ
こ
と
が
望
ま
し
い
」睿
と
述
べ
て
い
る
。

ま
た
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
ロ
ゴ
ス
を
媒
介
と
し
て
哲
学
と
神
学
を
結
び
つ
け
る
古
代
の
ロ
ゴ
ス
・
キ
リ
ス
ト
論
に
大
い
な
る
親
近
感
を
抱
い
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て
お
り
、
次
の
よ
う
に
も
語
っ
て
い
る
。

「
パ
ス
カ
ル
に
抗
し
て
私
は
言
う
。
ア
ブ
ラ
ハ
ム
の
神
、
イ
サ
ク
の
神
、
ヤ
コ
ブ
の
神
と
哲
学
者
た
ち
の
神
と
は
同
じ
神
で
あ
る
」睾
。

哲
学
者
た
ち
が
始
源
ア
ル
ケ
ー

に
向
か
う
衝
動
、
す
な
わ
ち
宗
教
的
根
本
動
因
に
つ
き
動
か
さ
れ
て
哲
学
し
て
い
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
し

か
し
な
が
ら
、
そ
れ
を
す
ぐ
に
キ
リ
ス
ト
教
の
宗
教
的
根
本
動
因
と
同
一
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

宗
教
的
根
本
動
因
と
哲
学
、
諸
宗
教
、
文
化
と
の
関
係
の
詳
細
に
つ
い
て
は
拙
著
『
知
と
信
の
構
造
』（
ヨ
ル
ダ
ン
社
）、『
宗
教
多
元
主

義
の
探
究
』（
大
明
堂
）
や
「
純
粋
神
人
学
に
お
け
る
宗
教
と
実
在
」（「
思
想
の
ひ
ろ
ば
」
第
５
号
・
滝
沢
克
己
協
会
編
）
を
参
照
さ
れ
た

い
。

六
、
自
然
観
、
社
会
観
と
倫
理

今
ま
で
議
論
し
て
き
た
の
は
主
と
し
て
人
間
と
神
と
の
関
係
で
あ
っ
た
。
次
に
人
間
と
自
然
お
よ
び
人
間
と
社
会
と
の
関
係
を
見
て
い

き
た
い
。
そ
の
と
き
近
代
の
自
然
科
学
、
社
会
科
学
を
も
同
時
に
問
い
直
す
こ
と
と
な
る
。
な
ぜ
な
ら
近
代
の
諸
科
学
の
発
展
は
自
然
観

お
よ
び
社
会
観
に
つ
い
て
の
独
特
の
見
方
に
基
づ
い
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
自
然
観
、
社
会
観
の
あ
り
方
を
変
え
な
い
以
上
、
本
質
的
な

意
味
で
の
近
代
科
学
批
判
を
広
義
の
神
学
の
課
題
と
し
て
な
し
と
げ
る
こ
と
も
で
き
な
い
。

前
節
の
宗
教
の
問
題
は
、
例
え
ば
、
宗
教
多
元
化
は
今
日
に
お
い
て
地
球
大
の
規
模
で
起
こ
っ
て
い
る
事
柄
だ
、
と
い
っ
て
も
、
人
間

を
越
え
る
「
超
越
」
に
対
す
る
セ
ン
ス
の
な
い
人
々
に
い
く
ら
語
っ
て
も
し
ょ
う
が
な
い
と
い
う
と
こ
ろ
が
あ
る
。
し
か
し
自
然
破
壊
、

エ
コ
ロ
ジ
ー
危
機
、
そ
し
て
人
間
の
生
存
権
の
問
題
と
な
れ
ば
、
こ
れ
は
宗
教
的
セ
ン
ス
が
あ
ろ
う
が
な
か
ろ
う
が
、
ど
ん
な
人
間
も
、

今
日
、
地
球
大
の
規
模
の
こ
と
と
し
て
感
じ
て
き
て
い
る
事
柄
で
あ
ろ
う
。
そ
も
そ
も
今
の
よ
う
な
経
済
成
長
を
続
け
、
資
源
の
無
駄
使

い
を
し
て
い
れ
ば
、
地
球
環
境
は
あ
と
百
年
も
も
た
な
い
と
す
ら
い
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
。

毎
日
の
生
活
ゴ
ミ
の
処
理
に
し
て
も
、
燃
え
な
い
ゴ
ミ
と
燃
え
る
ゴ
ミ
を
分
別
す
る
、
さ
ら
に
は
ゴ
ミ
は
必
ず
指
定
さ
れ
た
透
明
の
袋

に
入
れ
て
出
す
こ
と
等
々
、
役
所
か
ら
細
か
い
行
政
指
導
が
あ
る
と
い
う
こ
と
自
体
、
や
や
異
常
で
あ
る
。
そ
れ
で
も
市
民
が
ほ
と
ん
ど
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ク
レ
ー
ム
を
つ
け
な
い
と
こ
ろ
を
見
る
と
、
現
代
人
が
環
境
問
題
を
い
か
に
深
刻
な
事
態
と
受
け
と
め
て
い
る
か
が
明
ら
か
で
あ
る
。
こ

れ
は
資
源
問
題
、
文
明
の
リ
サ
イ
ク
ル
と
関
係
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
生
活
ゴ
ミ
一
つ
と
っ
て
も
問
題
は
文
明
論
的
な
テ
ー
マ
に
な
っ

て
し
ま
う
時
代
な
の
だ
。
文
明
論
と
い
う
こ
と
に
な
れ
ば
、
こ
れ
は
と
り
も
な
お
さ
ず
、
近
代
文
明
を
問
い
直
す
と
い
う
大
き
な
課
題
と

な
っ
て
わ
れ
わ
れ
の
前
に
立
ち
ふ
さ
が
ら
ざ
る
を
え
な
い
で
あ
ろ
う
。

今
日
、
エ
コ
ロ
ジ
ー
危
機
が
叫
ば
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
近
代
文
明
の
自
然
観
お
よ
び
社
会
観
が
問
わ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
自
然
と
い
っ
た
場
合
に
、
天
体
や
地
球
環
境
の
み
な
ら
ず
、
植
物
、
動
物
、
人
間
の
生
命
ま
で
を
も
そ
の
視
野
に
入
れ
て
議
論
す

る
必
要
が
出
て
き
て
い
る
。

近
年
、
環
境
問
題
や
エ
コ
ロ
ジ
ー
問
題
を
基
礎
か
ら
考
え
直
そ
う
と
い
う
意
図
で
環
境
倫
理
学
（environm

entalethics

）
と
い
う
分

野
が
台
頭
し
て
き
て
い
る
。
こ
れ
は
八
○
年
代
に
流
行
と
な
っ
た
生
命
倫
理
学
（bioethics

）
よ
り
も
発
想
が
ず
っ
と
ポ
ス
ト
近
代
的
で

あ
る
（
こ
こ
で
ポ
ス
ト
近
代
と
い
う
言
葉
を
近
代
主
義
を
克
服
す
る
と
い
う
意
味
で
使
っ
て
い
る
）。
生
命
倫
理
学
が
提
起
し
た
問
題
に
比

べ
、
よ
り
文
明
論
的
、
歴
史
学
的
に
内
容
の
あ
る
問
題
を
提
起
し
て
い
る
。
生
命
倫
理
学
（
体
外
受
精
、
遺
伝
子
操
作
、
脳
死
・
臓
器
移

植
、
安
楽
死
等
々
）
が
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
個
人
（
個
体
）
の
生
と
死
を
扱
っ
て
い
た
の
に
対
し
、
環
境
倫
理
学
は
個
人
で
は
な
く
、
種

族
、
生
態
系
、
生
命
圏
全
体
の
生
と
死
を
、
そ
し
て
文
明
の
過
去
と
将
来
を
扱
う
か
ら
で
あ
る
。
生
命
倫
理
学
が
や
や
も
す
る
と
（
患
者

の
）
自
己
決
定
権
と
い
う
個
人
主
義
、
そ
し
て
近
代
的
な
自
由
主
義
を
そ
の
考
え
方
の
基
礎
に
お
い
て
い
た
の
に
対
し
、
環
境
倫
理
学
は

こ
の
個
人
主
義
を
制
限
す
る
方
向
に
働
く
。

も
と
も
と
倫
理
学
と
い
う
分
野
は
人
間
と
人
間
の
関
係
を
学
問
的
に
扱
う
分
野
で
あ
り
、
人
間
と
他
の
生
物
と
の
関
係
を
扱
う
分
野
で

は
な
か
っ
た
。
日
本
語
の
倫
理
と
い
う
言
葉
も
、
語
源
的
に
、「
人
間
仲
間
の
間
の
こ
と
わ
り
」
と
い
う
意
味
で
あ
る
か
ら
、
人
間
と
人
間

の
関
係
を
律
し
、
人
間
の
平
和
的
共
同
体
生
活
を
可
能
に
す
る
規
範
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
睹
。

最
初
の
体
系
的
な
倫
理
学
の
テ
ク
ス
ト
で
あ
る
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
「
ニ
コ
マ
コ
ス
倫
理
学
」
に
お
い
て
、
自
然
フ
ィ
シ
ス

の
目
的
よ
り
導
出
さ

れ
た
規
範
は
自
然
法
と
呼
ば
れ
た
が
、
こ
れ
は
今
で
い
う
自
然
法
則
で
は
な
い
。
自
然
法
は
人
間
対
人
間
の
関
係
に
お
い
て
あ
ら
わ
れ
る

も
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
お
け
る
倫
理
は
ポ
リ
ス
の
倫
理
で
あ
っ
た
瞎
。
人
間
は
自
然
フ
ィ
シ
ス

の
目
的
論
的
、
階
層
論
的
秩
序
の
う
ち
に
い
た
の
で
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あ
る
が
、
倫
理
は
決
し
て
他
の
生
物
に
対
す
る
行
為
規
範
と
し
て
の
意
味
を
も
つ
も
の
で
は
な
か
っ
た
。

近
代
の
倫
理
も
同
様
で
あ
る
。
ガ
リ
レ
オ
、
デ
カ
ル
ト
ら
に
お
い
て
自
然
像
の
機
械
論
化
が
進
め
ら
れ
た
。
ガ
リ
レ
オ
が
「
自
然
の
書

物
は
数
学
の
言
語
で
書
か
れ
て
い
る
」
と
述
べ
た
と
き
、
そ
こ
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
自
然
は
数
値
化
、
計
量
化
で
き
る
自
然
で
あ
り
目
的

論
的
意
味
は
背
後
に
退
い
て
い
る
。
そ
う
い
う
意
味
で
数
学
的
に
理
念
化
さ
れ
た
機
械
論
的
な
自
然
観
で
あ
る
。
も
っ
と
も
ガ
リ
レ
オ
は

自
然
（nature
）
と
い
う
言
葉
で
主
と
し
て
天
文
学
、
物
理
学
の
対
象
と
な
る
領
域
を
指
し
て
い
た
が
、
や
が
て
そ
の
発
想
は
人
間
の
本

性
（hum

an
nature

）
お
よ
び
社
会
の
見
方
へ
と
応
用
さ
れ
て
い
っ
た
。
本
来
、
被
造
世
界
の
物
理
的
局
面
に
の
み
適
用
可
能
で
あ
る
方

法
が
、
リ
ア
リ
テ
ィ
全
体
に
拡
大
さ
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
す
で
に
ガ
リ
レ
オ
と
同
時
代
人
、
ト
マ
ス
・
ホ
ッ
ブ
ズ
に
お
い
て
そ
の
こ

と
が
顕
著
で
あ
る
。

ホ
ッ
ブ
ズ
は
自
然
観
の
機
械
論
化
を
通
じ
て
、
社
会
観
お
よ
び
倫
理
観
の
人
間
中
心
主
義
化
（
欲
望
を
無
限
化
す
る
方
向
に
ふ
る
ま
う

人
間
像
）
を
押
し
進
め
た
瞋
。
ガ
リ
レ
オ
の
慣
性
の
法
則
「
運
動
す
る
物
体
は
他
か
ら
力
が
加
え
ら
れ
な
い
限
り
、
そ
の
運
動
を
ど
こ
ま

で
も
持
続
す
る
」
は
そ
の
当
然
の
帰
結
と
し
て
無
限
空
間
を
想
定
す
る
。
ホ
ッ
ブ
ズ
は
こ
の
慣
性
の
法
則
と
無
限
空
間
と
を
自
分
の
世
界

像
の
中
に
組
み
込
ん
だ
。
そ
こ
で
は
運
動
が
不
滅
で
あ
る
よ
う
に
人
間
の
欲
望
も
不
滅
で
無
限
な
の
で
あ
る
。
近
代
の
自
由
主
義
は
こ
の

無
限
の
空
間
の
想
定
の
も
と
で
初
め
て
成
り
立
つ
。
近
代
の
ア
ト
ム
化
さ
れ
た
個
人
が
自
由
競
争
の
中
で
欲
望
が
最
大
限
に
な
る
方
向
に

行
動
す
る
の
で
あ
る
。
自
由
主
義
、
資
本
主
義
の
政
治
経
済
学
の
基
本
と
な
る
考
え
方
も
こ
こ
か
ら
出
て
く
る
。

こ
の
よ
う
に
ホ
ッ
ブ
ズ
に
お
い
て
自
然
像
の
機
械
論
化
を
通
じ
て
、
倫
理
の
人
間
中
心
主
義
化
は
極
端
に
ま
で
進
め
ら
れ
て
い
っ
た
。

倫
理
と
は
、
人
間
の
本
性
か
ら
し
て
必
然
で
あ
る
と
こ
ろ
の
「
万
人
に
対
す
る
万
人
の
戦
争
」
の
状
態
（
自
然
状
態
）
を
逃
れ
、
人
々
が

平
和
な
状
態
の
う
ち
に
生
き
る
た
め
に
必
要
な
機
械
的
な
戒
律
に
す
ぎ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
こ
の
近
代
の
機
械
論
化
さ
れ
た

倫
理
観
な
い
し
は
啓
蒙
的
合
理
主
義
に
対
し
て
反
発
す
る
人
は
出
て
き
た
。
そ
れ
は
先
述
し
た
通
り
で
あ
り
、
例
え
ば
ロ
マ
ン
主
義
の
運

動
も
そ
の
一
つ
。

ロ
マ
ン
主
義
は
機
械
論
的
自
然
観
、
生
命
観
に
対
し
て
有
機
体
的
自
然
観
、
生
命
観
を
掲
げ
、
ア
ニ
ミ
ズ
ム
宗
教
な
い
し
は
東
洋
宗
教

や
汎
神
論
と
結
び
つ
き
や
す
い
も
の
で
あ
っ
た
。
西
欧
哲
学
史
の
中
で
近
代
の
機
械
論
的
自
然
観
、
生
命
観
を
批
判
し
て
有
機
体
的
自
然
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観
、
生
命
観
を
展
開
し
た
の
は
ロ
マ
ン
主
義
を
哲
学
的
に
克
服
し
た
ヘ
ー
ゲ
ル
で
あ
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
の
体
系
は
い
わ
ゆ
る
自
然
科
学
か
ら

精
神
哲
学
へ
と
包
括
的
な
発
展
を
と
げ
た
壮
大
な
体
系
で
あ
っ
た
が
瞑
、
最
終
的
に
は
そ
の
観
念
論
を
「
逆
立
ち
」
と
批
判
し
て
マ
ル
ク

ス
理
論
が
出
て
き
た
わ
け
で
あ
る
。

確
か
に
ヘ
ー
ゲ
ル
に
お
い
て
は
、
近
代
哲
学
の
基
本
で
あ
っ
た
主
体
│
客
体
の
二
元
論
は
弁
証
法
に
よ
っ
て
統
合
さ
れ
、
存
在
の
有
機

的
連
関
の
把
握
は
一
見
可
能
と
な
っ
た
か
の
よ
う
に
見
え
た
。
し
か
し
倫
理
と
い
う
観
点
か
ら
は
、
彼
は
家
族→

市
民
社
会→

国
家
と
い

う
三
段
階
の
歴
史
哲
学
に
支
え
ら
れ
た
「
人
倫
」（Sitterlichkeit

）
の
関
係
を
提
起
し
、
そ
れ
は
基
本
的
に
は
人
間
と
人
間
と
の
間
に
成

立
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
人
間
と
自
然
と
の
間
に
倫
理
は
考
え
ら
れ
て
い
な
い
。

こ
の
点
に
お
い
て
、
今
日
、
環
境
倫
理
学
が
出
て
き
た
の
は
注
目
に
値
す
る
。
人
間
と
他
の
生
物
、
地
球
上
の
他
の
存
在
と
の
関
係
を

よ
う
や
く
倫
理
の
問
題
と
し
て
捕
ら
え
る
状
況
が
現
出
し
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
前
提
と
し
て
近
代
の
機
械
論
を
超
え
た
有
機
体

的
自
然
観
が
重
要
な
意
味
を
も
つ
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。
ま
た
そ
の
こ
と
を
通
じ
て
、
近
代
の
人
間
中
心
主
義
か
ら
発
想
を
転
換
し
て
、

神
の
創
造
し
た
被
造
物
全
体
へ
と
目
を
転
じ
る
可
能
性
も
出
て
き
た
の
で
あ
る
。

七
、
環
境
倫
理
学

最
近
の
環
境
倫
理
学
の
主
張
を
、
加
藤
尚
武
氏
は
次
の
三
点
に
ま
と
め
て
い
る
瞠
。
漓
自
然
の
生
存
権
、
滷
世
代
間
倫
理
、
澆
地
球
全

体
主
義
。
一
つ
一
つ
見
て
い
こ
う
。

漓
自
然
の
生
存
権
。
人
間
だ
け
で
は
な
く
、
生
物
の
さ
ま
ざ
ま
な
種
、
生
態
系
な
ど
に
も
生
存
の
権
利
が
あ
る
の
で
勝
手
に
そ
れ
を
否
定

し
て
は
な
ら
な
い
。

人
間
だ
け
に
生
存
権
が
あ
り
、
自
然
物
に
生
存
権
が
な
い
と
す
る
と
、
人
間
の
生
存
を
守
る
と
い
う
名
目
で
結
局
は
自
然
破
壊
が
正
当

化
さ
れ
て
し
ま
う
。
だ
か
ら
、
人
間
に
は
他
の
生
物
よ
り
も
生
存
の
優
先
権
が
あ
る
と
い
う
人
間
優
先
主
義
を
否
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
こ
の
主
張
に
は
、
色
々
な
形
が
あ
り
う
る
。
例
え
ば
、
人
間
以
外
の
も
の
に
権
利
を
認
め
る
こ
と
は
、
自
然
物
に
霊
魂
の
存
在
を
認
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め
る
の
と
同
じ
こ
と
に
な
る
。
自
然
物
の
権
利
と
い
う
形
で
ア
ニ
ミ
ズ
ム
の
復
権
が
図
ら
れ
る
。
ま
た
東
洋
文
化
の
見
直
し
と
も
関
係
し

て
く
る
。「
山
川
草
木
悉
有
仏
性
」
と
い
う
思
想
は
、
あ
ら
ゆ
る
生
命
に
尊
厳
を
認
め
、
人
間
の
生
命
だ
け
に
尊
厳
を
認
め
る
思
想
と
は
違

う
。

滷
世
代
間
倫
理
。
現
在
世
代
は
、
未
来
世
代
の
生
存
可
能
性
に
対
し
て
責
任
が
あ
る
。

森
林
の
伐
採
に
よ
り
砂
漠
化
が
進
み
、
環
境
を
破
壊
し
、
石
炭
、
石
油
な
ど
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
資
源
を
枯
渇
さ
せ
る
と
い
う
行
為
は
、
現

在
世
代
が
加
害
者
に
な
っ
て
未
来
世
代
が
被
害
者
に
な
る
と
い
う
構
造
を
も
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
人
類
の
歴
史
上
、
奴
隷
制
度
と
か
、
大

量
殺
人
と
か
、
さ
ま
ざ
ま
な
犯
罪
が
行
な
わ
れ
た
な
か
で
、
も
っ
と
も
悪
質
な
犯
罪
な
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
未
来
世
代
は
現
在
世
代
に

対
し
て
何
の
異
議
申
し
立
て
も
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
石
炭
、
石
油
を
使
い
き
っ
て
し
ま
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
あ
る
い
は

地
球
環
境
を
破
壊
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
未
来
の
人
類
の
九
○
％
を
殺
害
す
る
こ
と
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
。
近
代
の
自
由
主
義
に
お
い

て
は
個
人
の
自
由
を
最
大
限
に
認
め
る
自
己
決
定
権
の
原
理
が
含
ま
れ
て
い
る
。
し
か
し
同
世
代
間
の
中
で
自
己
決
定
権
、
自
己
生
存
権

を
最
大
限
に
認
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
未
来
世
代
は
生
存
で
き
な
く
な
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

澆
地
球
全
体
主
義
。
地
球
の
生
態
系
は
無
限
の
宇
宙
で
は
な
く
有
限
の
世
界
で
あ
る
。

地
球
環
境
と
い
う
の
は
一
つ
の
地
域
の
こ
と
を
考
え
て
い
た
の
で
は
不
十
分
で
あ
り
、
た
え
ず
地
球
全
体
を
視
野
に
入
れ
て
い
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
一
国
家
の
全
体
主
義
で
は
な
く
、
地
球
の
全
体
主
義
で
あ
る
。
地
球
環
境
を
守
る
た
め
に
は
む
し
ろ
国
家
エ
ゴ
は
制
限
さ

れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
も
そ
も
無
限
と
い
う
発
想
は
中
世
か
ら
近
代
に
移
行
す
る
な
か
で
入
っ
て
き
た
。
近
代
の
自
由
主
義
は
無
限

の
空
間
と
無
限
の
欲
望
を
前
提
に
し
て
い
る
。
つ
ま
り
「
無
限
の
空
間
の
中
で
自
由
に
資
源
を
消
費
し
、
自
由
に
廃
棄
す
る
」
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。

さ
て
以
上
の
環
境
倫
理
学
の
主
張
に
対
し
、
わ
れ
わ
れ
は
ど
う
応
え
る
べ
き
か
。

ま
ず
第
一
の
主
張
の
「
自
然
の
生
存
権
」
に
つ
い
て
。
自
然
の
生
存
権
と
い
う
言
葉
自
体
を
奇
異
に
感
ず
る
人
も
い
る
か
も
し
れ
な
い
。

常
識
的
に
は
「
権
利
」
は
人
間
の
み
に
帰
せ
ら
れ
る
概
念
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
が
動
物
、
植
物
、
さ
ら
に
は
生
態
系
一
般
に
使
わ
れ
る
と
な

れ
ば
、
こ
れ
に
抵
抗
を
感
ず
る
の
も
当
然
で
あ
る
。
何
よ
り
も
動
物
や
植
物
を
食
糧
と
し
て
い
か
ざ
る
を
え
な
い
人
間
が
、
こ
れ
ら
に
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「
権
利
」
を
付
与
す
る
と
い
う
の
も
は
な
は
だ
身
勝
手
、
と
い
う
疑
問
も
湧
い
て
こ
よ
う
。

「
権
利
」
と
は
そ
も
そ
も
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
近
代
に
お
い
て
、
人
間
の
不
平
等
を
な
く
し
よ
り
平
等
な
社
会
、
人
間
の
尊
厳
と
自
由
が
法
的
に

保
障
さ
れ
た
社
会
を
建
設
し
て
い
く
過
程
で
出
て
き
た
概
念
で
あ
る
。
抑
圧
さ
れ
て
き
た
少
数
者

マ
イ
ノ
リ
テ
ィ

が
そ
の
つ
ど
の
戦
い
の
中
で
、
時
に
は

多
く
の
血
を
流
し
て
獲
得
し
て
き
た
も
の
が
「
権
利
」
の
概
念
の
中
に
は
あ
る
。
そ
う
い
う
歴
史
を
踏
ま
え
た
上
で
、
人
間
以
外
の
自
然

物
に
も
生
存
の
権
利
を
認
め
よ
と
い
う
主
張
が
な
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
こ
れ
を
ど
う
理
解
し
て
い
っ
た
ら
よ
い
の
で
あ

ろ
う
か
。

筆
者
は
次
の
よ
う
に
理
解
す
る
。「
自
然
の
生
存
権
」
の
主
張
は
、
人
間
の
貪
欲
さ
を
制
限
し
、
ど
ん
な
自
然
物
に
も
つ
ま
り
動
物
、
植

物
、
鉱
物
、
さ
ら
に
そ
れ
ら
が
織
り
な
す
景
観
に
至
る
ま
で
存
在
の
意
味
が
あ
る
、
と
い
う
事
実
を
承
認
せ
よ
と
い
う
主
張
に
ほ
か
な
ら

な
い
の
だ
、
と
。
た
だ
こ
れ
が
ア
ニ
ミ
ズ
ム
や
汎
神
論
と
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
く
と
こ
ろ
に
問
題
が
あ
る
の
で
あ
る
。
こ
う
解
す
れ
ば
、

そ
の
い
わ
ん
と
す
る
と
こ
ろ
の
内
容
は
明
瞭
で
あ
る
。
ど
ん
な
自
然
物
、
ど
ん
な
被
造
物
も
そ
れ
な
り
に
存
在
の
意
味
、
存
在
の
場
所
を

も
っ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
か
ら
。

こ
の
方
向
性
は
、
キ
リ
ス
ト
者
が
神
の
創
造
の
法
の
中
で
、
そ
し
て
キ
リ
ス
ト
に
よ
る
贖
い
の
更
新
の
中
で
被
造
物
全
体
の
意
味
を
見

い
だ
そ
う
と
す
る
努
力
と
一
致
し
て
い
る
。
現
代
の
キ
リ
ス
ト
者
は
、
西
欧
の
進
歩
史
観
、
人
間
中
心
主
義
と
一
緒
く
た
に
な
っ
て
し
ま

っ
た
従
来
の
キ
リ
ス
ト
教
思
想
を
批
判
的
に
吟
味
し
、
被
造
物
全
体
に
例
外
な
く
存
在
の
意
味
、
存
在
の
場
所
が
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
動
物
、
植
物
、
鉱
物
も
、
被
造
物
全
体
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
共
同
体
の
中
に
固
有
の
場
所
を
占
め
て
い
る
の

で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
現
代
の
倫
理
的
、
共
同
体
論
的
課
題
に
つ
い
て
、
キ
リ
ス
ト
者
は
思
想
的
挑
戦
を
受
け
て
い
る
の
で
あ
る
。

ロ
デ
リ
ッ
ク
・
Ｆ
・
ナ
ッ
シ
ュ
は
環
境
倫
理
学
形
成
の
歴
史
に
つ
い
て
記
述
し
た
『
自
然
の
権
利
』
と
い
う
書
物
の
中
で
、
英
米
の
社

会
に
お
い
て
、
少
数
者
や
弱
者
が
権
利
を
拡
大
し
て
い
っ
た
過
程
を
表
に
し
て
記
し
て
い
る
瞞
。
そ
れ
を
紹
介
し
て
み
る
と

一
二
一
五
年
　
英
国
貴
族
│
マ
グ
ナ
・
カ
ル
タ
（
大
憲
章
）

一
七
七
六
年
　
ア
メ
リ
カ
入
植
者
│
独
立
宣
言

一
八
六
三
年
　
黒
人
奴
隷
│
解
放
宣
言

126



キリストと世界　第６号（1996年）

一
九
二
○
年
　
女
性
│
憲
法
修
正
一
九
条

一
九
二
四
年
　
ア
メ
リ
カ
先
住
民
│
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
市
民
権
法

一
九
三
八
年
　
労
働
者
│
公
正
労
働
基
準
法

一
九
五
七
年
　
黒
人
│
公
民
権
法

一
九
七
三
年
　
自
然
│
絶
滅
危
険
種
保
護
法

こ
こ
か
ら
あ
と
現
在
そ
し
て
将
来
に
お
い
て
、
権
利
が
「
自
然
物
の
生
存
の
権
利
」
と
し
て
拡
大
さ
れ
て
い
く
べ
き
だ
、
と
い
う
わ
け

で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
実
は
抑
圧
さ
れ
た
者
の
人
権
す
ら
ま
だ
十
分
に
現
実
化
さ
れ
て
い
な
い
現
時
点
の
状
況
を
も
見
す
え
な
く
て
は

な
ら
な
い
。
解
放
の
神
学
、
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
神
学
の
提
唱
は
も
ち
ろ
ん
こ
の
こ
と
と
関
係
し
て
い
る
。
特
に
こ
こ
で
眼
を
向
け
た
い
の
は

「
最
も
小
さ
い
者
」
の
人
権
で
あ
る
。
つ
ま
り
「
胎
児
の
人
権
」
に
つ
い
て
で
あ
る
。
こ
れ
を
一
考
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
近
代
西
欧
の
人
権

概
念
が
い
か
な
る
性
格
の
も
の
で
あ
っ
た
か
、
そ
の
本
質
が
見
え
て
く
る
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

「
胎
児
の
人
権
」
は
近
年
に
主
張
さ
れ
て
い
る
「
女
性
の
中
絶
の
権
利
」
と
い
う
考
え
方
と
は
衝
突
せ
ざ
る
を
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か

し
こ
の
二
つ
は
実
は
次
元
の
違
う
問
題
で
あ
る
こ
と
に
気
づ
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
後
者
は
近
代
の
自
由
権
、
社
会
権
の
延
長
線
上
で
主
張

さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
が
、
前
者
は
ま
さ
に
生
存
権
と
し
て
主
張
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
男
性
優
位
の
社
会
構
造
、
女
性
の
法
的

地
位
、
労
働
環
境
等
が
改
善
さ
れ
て
い
か
ね
ば
な
ら
な
い
の
は
当
然
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
胎
児
の
生
存
権
を
剥
奪
す
る
方
向
で
実
施
さ
れ

て
い
く
場
合
に
は
そ
の
自
由
権
は
制
限
さ
れ
ざ
る
を
え
な
い
。

「
中
絶
の
権
利
」
を
容
認
す
る
人
々
は
、
胎
児
は
ま
だ
生
産
性
を
も
っ
た
人
間
で
は
な
い
か
ら
一
個
の
人
格
と
見
な
し
が
た
い
と
考
え
て

い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
も
し
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
生
産
性
あ
る
者
の
み
に
人
格
が
付
与
さ
れ
る
と
い
う
近
代
主
義
の
発
想
が
出
て

い
る
、
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
。

確
か
に
胎
児
は
外
見
上
、
ま
だ
一
個
の
人
格
と
は
見
な
し
が
た
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
人
格
と
し
て
の
潜
在
的
モ
ー
ド

、
、
、
、
、
、

を
も
っ
て
い
る

こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
神
の
創
造
の
法
の
領
域
で
い
え
ば
、
胎
児
は
第
六
番
目
の
感
覚
的
局
面
ま
で
の
法
に
従
っ
て
い
る
（
図
１
参
照
）。
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つ
ま
り
感
覚
的
機
能
ま
で
を
も
っ
た
「
主
体
」
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
一
つ
上
の
論
理
的
機
能
以
上
の
機
能
は
な
い
。
な
い
と
い
う
よ
り

も
そ
れ
は
ま
だ
眠
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
潜
在
的
に
は
存
在
し
、
存
在
の
モ
ー
ド

、
、
、
、
、
、

と
し
て
は
備
わ
っ
て
い
る
。
そ
し
て
論
理
的
機

能
以
上
の
眠
っ
て
い
る
上
位
の
機
能
は
順
調
に
成
長
し
て
い
け
ば
徐
々
に
開
示
し
て
い
く
。
そ
れ
を
大
人
の
世
代
は
手
助
け
し
て
い
か
ね

ば
な
ら
な
い
。

胎
児
の
生
存
権
を
認
め
る
こ
と
は
一
種
の
世
代
間
倫
理
で
あ
る
。
近
代
主
義
の
人
権
論
に
お
い
て
は
個
体
の
生
存
、
個
体
の
欲
望
の
充

足
ば
か
り
が
主
張
さ
れ
る
。
そ
の
主
張
を
し
な
い
胎
児
は
生
存
の
権
利
を
保
障
さ
れ
な
い
。
そ
う
で
あ
る
か
ら
胎
児
に
代
わ
っ
て
大
人
が

そ
の
生
存
権
を
主
張
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
当
該
の
主
体
が
論
理
的
機
能
、
言
語
的
機
能
を
も
た
な
い
が
ゆ
え
に
、
当
該
の
主
体
に
肩

代
わ
り
し
て
、
そ
の
生
存
の
場
所
を
確
保
す
る
こ
と
が
必
要
に
な
っ
て
く
る
わ
け
で
あ
る
。
そ
し
て
実
は
そ
の
発
想
が
自
然
物
の
生
存
を

確
保
す
る
際
に
重
要
に
な
っ
て
い
く
の
で
あ
る
瞰
。
つ
ま
り
人
間
は
論
理
的
機
能
以
上
の
機
能
を
も
た
な
い
「
主
体
」
の
代
わ
り
に
、
そ

の
生
存
の
場
所
を
保
障
す
る
た
め
に
軈
後
見
人
軋
と
し
て
働
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
多
く
与
え
ら
れ
て
い
る
も
の
は
そ
れ
だ
け
多
く
の

責
任
を
も
つ
の
で
あ
る
。

八
、「
主
体
」
と
神
の
支
配

こ
の
よ
う
に
考
え
て
く
る
と
、
哲
学
的
に
は
結
局
、「
主
体
」
と
は
何
か
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
く
る
。
近
代
思
想
の
根
底
に
あ
っ
た
デ

カ
ル
ト
的
な
主
体
│
客
体
の
二
元
論
を
問
題
に
せ
ざ
る
を
え
な
く
な
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。

主
体
を
自
我
エ

ゴ

と
同
一
視
し
た
の
が
近
代
哲
学
の
出
発
点
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
自
我
以
外
の
外
の
世
界
は
す
べ
て
客
体
で
あ
り
、
こ
の
客

体
の
世
界
を
数
学
的
に
理
念
化
し
て
操
作
し
て
い
く
の
で
あ
る
。
そ
し
て
ま
た
近
代
の
人
権
論
も
そ
れ
を
基
礎
に
し
て
い
た
。
し
か
し
、

わ
れ
わ
れ
は
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
主
体
（subject

）
を
「
神
の
法
に
従
属
す
る
（subject

to

）
も
の
」
と
定
義
し
た
。
神
の
創
造
の

多
様
な
法
に
従
属
す
る
も
の
が
主
体
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
主
体
は
神
の
法
領
域
ご
と
に
異
な
っ
て
く
る
瞶
。

無
生
物
は
第
四
番
目
の
物
理
的
局
面
ま
で
主
体
の
機
能
を
も
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
物
理
的
法
領
域
の
法
に
従
属
し
て
い
る
が
、
そ
の
一
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つ
上
の
生
物
的
法
領
域
の
法
に
従
属
し
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
同
様
に
植
物
は
第
五
番
目
の
生
物
的
局
面
の
機
能
ま
で
、
動
物

は
第
六
番
目
の
感
覚
的
局
面
の
機
能
ま
で
主
体
の
機
能
を
も
っ
て
い
る
。
第
七
番
目
の
論
理
的
局
面
以
上
、
最
後
の
信
仰
的
局
面
ま
で
主

体
で
あ
る
被
造
物
は
人
間
の
み
で
あ
る
。
そ
う
い
う
意
味
で
人
間
は
神
の
像
に
造
ら
れ
た
の
で
あ
り
、
他
の
被
造
物
に
代
わ
っ
て
こ
れ
を

保
護
す
る
責
任
、
い
わ
ゆ
る
信
託
管
理
者
と
し
て
の
責
任
（stew

ardship

）（
創
世
記
一
・
28
）
が
あ
る
。
多
く
与
え
ら
れ
て
い
る
も
の

は
そ
れ
だ
け
多
く
の
責
任
を
果
た
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
近
代
の
人
間
中
心
主
義
の
影
響
下
で
生
み
出
さ
れ
た
従

来
の
創
世
記
一
章
の
釈
義
「
神
か
ら
地
の
支
配

、
、
、
、

（dom
inium

terrae

）
を
託
さ
れ
た
人
間
」
と
い
っ
た
他
の
被
造
物
に
対
す
る
暴
君
と

し
て
の
人
間
の
イ
メ
ー
ジ
は
根
底
か
ら
再
考
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
瞰
。

次
に
第
二
の
主
張
「
世
代
間
倫
理
」
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
す
で
に
胎
児
の
人
権
に
つ
い
て
述
べ
た
よ
う
に
未
来
世
代
の
こ
と
に
か
か
わ

る
。「
世
代
間
倫
理
」
を
近
代
思
想
に
沿
っ
て
基
礎
づ
け
よ
う
と
す
る
と
、
現
在
世
代
が
未
来
世
代
と
「
社
会
契
約
」
を
結
ぶ
と
い
う
概
念

を
導
入
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
瞹
。
つ
ま
り
同
世
代
間
の
倫
理
で
成
り
立
っ
て
い
た
社
会
契
約
論
の
拡
張
で
あ
る
。
だ
が
未
来
世
代
は
現

在
世
代
と
同
じ
道
徳
共
同
体

、
、
、
、
、

に
属
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
か
ら
、
未
来
世
代
か
ら
の
軈
同
意
軋
や
軈
信
託
軋
を
と
り
つ
け
る
わ
け
に
は

い
か
な
い
だ
ろ
う
。
こ
の
種
の
社
会
契
約
は
ど
う
見
て
も
成
立
し
そ
う
に
な
い
。

キ
リ
ス
ト
教
の
教
え
は
こ
の
場
合
ど
の
よ
う
な
こ
と
を
示
唆
す
る
で
あ
ろ
う
か
。
創
造
か
ら
終
末
ま
で
の
一
続
き
の
有
限
な
歴
史
の
中

で
、
現
在
世
代
も
未
来
世
代
も
同
じ
契
約
共
同
体
に
属
す
る
可
能
性
は
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
そ
れ
は
確
か
に
全
人
類
の
贖
い

主
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
を
通
し
て
創
造
者
な
る
神
と
の
間
で
可
能
と
な
る
。
ま
た
神
の
歴
史
支
配
を
信
じ
る
者
は
、
自
分
の
現
在
の
存
在

が
過
去
の
人
々
の
労
苦
と
嗣
業
の
上
に
あ
る
こ
と
を
知
る
者
で
あ
る
か
ら
、
当
然
、
未
来
の
人
々
の
た
め
に
自
分
た
ち
が
あ
る
犠
牲
を
払

う
こ
と
を
い
と
わ
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
主
の
再
び
来
た
り
た
も
う
と
き
、
過
去
、
現
在
、
未
来
の
す
べ
て
の
世
代
が
、
キ
リ
ス
ト
者
、

非
キ
リ
ス
ト
者
に
か
か
わ
り
な
く
そ
の
裁
き
に
服
さ
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
自
覚
す
れ
ば
、
な
お
さ
ら
、
現
在
世
代
に
属
す
る
者
は
未
来

世
代
に
対
し
そ
の
責
任
を
果
た
そ
う
と
の
動
機
づ
け
は
は
っ
き
り
し
て
く
る
。
現
在
世
代
は
決
し
て
未
来
世
代
と
無
関
係
に
存
在
し
て
は

い
な
い
の
だ
。
マ
タ
イ
福
音
書
二
五
章
三
一
│
四
六
節
の
羊
と
山
羊
が
ふ
る
い
分
け
ら
れ
る
終
わ
り
の
日
の
裁
き
は
、
す
べ
て
の
民
族
に

対
し
て
で
あ
る
と
同
時
に
す
べ
て
の
世
代
に
対
す
る
忠
告
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
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最
後
の
主
張
「
地
球
全
体
主
義
」
は
ほ
と
ん
ど
説
明
を
要
し
な
い
で
あ
ろ
う
。
人
間
の
欲
望
も
自
由
も
、
地
球
そ
の
も
の
も
神
の
被
造

物
と
し
て
有
限
で
あ
る
。
南
側
の
国
々
の
低
開
発
、
貧
困
、
飢
餓
等
々
の
問
題
は
、
北
側
の
国
々
の
他
を
犠
牲
に
し
た
無
限
の
進
歩
・
発

展
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
無
関
係
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
ロ
ー
マ
・
カ
ト
リ
ッ
ク
の
神
学
者
ハ
ン
ス
、
キ
ュ
ン
ク
は
「
地
球
大
の
規
模
の
倫

理
」（global

ethics

）
を
提
唱
し
て
い
る
が
、
同
時
に
そ
こ
で
世
界
の
諸
宗
教
間
の
協
働
の
必
要
性
を
訴
え
て
い
る
瞿
。
こ
こ
で
現
代
の

宗
教
多
元
主
義
が
提
起
し
て
い
る
問
題
と
交
差
し
て
く
る
こ
と
に
な
る
。

こ
の
よ
う
に
今
や
、
一
つ
の
地
域
の
こ
と
が
直
ち
に
他
の
地
域
の
こ
と
に
関
係
し
て
し
ま
う
現
実
は
、
哲
学
や
神
学
と
い
う
学
問
に
も

非
常
に
重
要
な
問
い
を
つ
き
つ
け
て
く
る
。
つ
ま
り
近
代
思
想
の
根
底
に
あ
っ
た
デ
カ
ル
ト
的
実
体
概
念
の
見
直
し
と
ホ
ー
リ
ズ
ム
の
存

在
論
の
必
要
性
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
こ
と
が
倫
理
と
深
く
か
か
わ
っ
て
い
る
こ
と
の
認
識
が
重
要
な
の
で
あ
る
。
存
在
論
（
形
而
上
学
）

と
倫
理
学
は
切
り
離
す
こ
と
が
で
き
な
い
の
だ
。
そ
れ
は
理
論
と
実
践
の
間
に
解
釈
学
的
循
環
が
あ
っ
た
よ
う
に
、
形
而
上
学
と
倫
理
学

の
間
に
も
循
環
が
あ
る
こ
と
を
示
唆
す
る
。
そ
し
て
超
越
論
的
解
釈
学
は
ま
さ
に
そ
の
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
の
で
あ
る
瞼
。

こ
の
よ
う
な
グ
ロ
ー
バ
ル
な
認
識
が
、
神
の
被
造
物
全
体
を
そ
の
共
同
体
の
内
に
共
存
さ
せ
て
い
く
倫
理
学
的
ア
プ
ロ
ー
チ
の
確
立
と

関
係
し
て
く
る
の
で
あ
る
。

「
現
在
の
苦
し
み
は
、
将
来
わ
た
し
た
ち
に
現
さ
れ
る
は
ず
の
栄
光
に
比
べ
る
と
、
取
る
に
足
り
な
い
と
わ
た
し
は
思
い
ま
す
。
被
造

物
は
、
神
の
子
た
ち
の
現
れ
る
の
を
切
に
待
ち
望
ん
で
い
ま
す
。
被
造
物
は
虚
無
に
服
し
て
い
ま
す
が
、
そ
れ
は
、
自
分
の
意
志
に

よ
る
も
の
で
は
な
く
、
服
従
さ
せ
た
方
の
意
志
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
同
時
に
希
望
を
持
っ
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
被
造
物
を
、
い

つ
か
滅
び
へ
の
隷
属
か
ら
解
放
さ
れ
て
、
神
の
子
供
た
ち
の
栄
光
に
輝
く
自
由
に
あ
ず
か
れ
る
か
ら
で
す
。
被
造
物
が
す
べ
て
今
日

ま
で
、
共
に
う
め
き
、
共
に
産
み
の
苦
し
み
を
味
わ
っ
て
い
る
こ
と
を
、
わ
た
し
た
ち
は
知
っ
て
い
ま
す
」（
ロ
ー
マ
書
八
・
18
│

22
）。

マ
ラ
ナ
・
タ
！
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〈
注
〉

＊

東
京
基
督
教
大
学
神
学
部
に
お
け
る
教
授
就
任
講
演
　
一
九
九
五
年
十
月
三
十
日

盧

H
.C.V

ander
Stelt,‘Crisis

in
Christian

H
igher

E
ducation:past

and
present’E

d.by
ICPCH

E
,C

ritique
and

C
hallenge

of
C

hristian
H

igher

E
ducation

(J.H
.K

ook,1987)

盪

プ
ラ
ト
ン
『
国
家
』433

・B

「
プ
ラ
ト
ン
全
集
」
11
（
岩
波
書
店
、
一
九
七
六
年
）
二
九
六
頁
。

蘯

W
.Pannenberg,W

issenschaftstheorie
und

T
heologie,E

nglish
T

ranslation,T
heology

and
the

Philosophy
of

Science
(T

he
W

estm
inster

Press,

1976),P.7.

盻

例
え
ば
丸
山
忠
孝
訳
テ
オ
ド
ー
ル
・
ド
・
ベ
ー
ズ
『
為
政
者
の
臣
下
に
対
す
る
権
利
』「
宗
教
改
革
著
作
集
」
第
十
巻
所
収
（
教
文
館
　
一
九
九
三
年
）

眈

例
え
ば
吉
岡
良
昌
『
キ
リ
ス
ト
教
教
育
研
究
』（
聖
恵
授
産
所
出
版
部
、
一
九
九
四
年
）
第
蠡
部
お
よ
び
巻
末
の
参
考
文
献
参
照
。
ま
た
学
校
伝
道
研

究
会
編
『
教
育
の
神
学
』（
ヨ
ル
ダ
ン
社
、
一
九
八
七
年
）
参
照
。

眇

以
下
の
議
論
は
拙
著
『
知
と
信
の
構
造
』
三
○
四
頁
以
下
の
再
録

眄

H
.D

ooyew
eerd,A

N
ew

Critique
ofT

heoreticalT
hought(T

he
Presbyterian

and
R

eform
ed,1969)

眩

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
『
形
而
上
学
』
九
八
二
ａ
一
、
九
九
三
ｂ
二
○
、
一
○
二
五
ｂ
二
四
（
岩
波
書
店
、
一
九
五
九
年
）

眤

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
『
形
而
上
学
』
一
○
二
六
ａ
一
九
、
一
○
六
四
ｂ
三
　
な
お
ネ
オ
・
ト
ミ
ズ
ム
の
立
場
に
立
っ
て
学
問
と
し
て
の
神
学
の
あ
り
方
を

追
求
す
る
最
近
の
試
み
と
し
て
稲
垣
良
典
の
「
学
と
し
て
の
神
学
」（「
日
本
の
神
学
」
第
三
四
号
二
五
頁
所
収
、
日
本
基
督
教
学
会
編
、
一
九
九
五

年
、
教
文
館
）
を
参
照
の
こ
と
。

眞

稲
垣
久
和
『
知
と
信
の
構
造
』（
ヨ
ル
ダ
ン
社
、
一
九
九
三
年
）
二
三
○
頁
。

眥

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
『
ニ
コ
マ
コ
ス
倫
理
学
』
一
一
三
九
ｂ
二
○
（
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
全
集
13
、
岩
波
書
店
、
一
九
七
三
年
）

眦

た
だ
し
、
こ
こ
で
述
べ
て
い
る
こ
と
は
「
人
間
の
心
に
働
く
宗
教
的
根
本
動
因
」
と
い
う
こ
と
で
厳
密
に
は
滝
沢
克
己
の
「
イ
ン
マ
ヌ
エ
ル
の
原
事

実
」
と
は
少
々
異
な
る
。

眛

W
.Pannenberg,G

rundfragen
system

atischer
T

heologie
(1967)

近
藤
勝
彦
、
芳
賀
力
訳
『
組
織
神
学
の
根
本
問
題
』（
日
本
基
督
教
団
出
版
局
、
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一
九
八
四
年
）
第
五
章
「
哲
学
的
神
概
念
の
変
容
」
参
照
。

眷
W

.Pannenberg,T
heology,P.298.

眸

G
.C.B

erkouw
er,Studies

in
D

ogm
atics;

G
eneral

R
evelation

(E
erdm

ans,1955)
P.324.H

.G
.G

eertsem
a,H

et
M

enselijk
K

aracter
van

O
ns

K
ennen

(B
uijten

&
Schipperheijn,1992)P.116.

W
.Pannenberg,System

atische
T

heologie,B
and

1
(V

andenhoeck
&

R
uprecht,1988)S.236.

睇

稲
垣
久
和
『
知
と
信
の
構
造
』
二
三
三
頁
。
な
お
、
自
然
科
学
、
社
会
科
学
、
人
文
科
学
の
軈
中
立
性
軋
の
可
否
と
神
学
と
の
関
係
、
さ
ら
に
は
「
広

義
の
神
学
」
と
い
う
言
葉
の
使
用
法
の
由
来
に
つ
い
て
は
拙
稿
「
神
学
と
諸
科
学
│
Ｔ
Ｃ
Ｕ
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
の
理
念
を
め
ぐ
っ
て
│
」（「
キ
リ
ス
ト
と

世
界
」
第
四
号
、
一
九
九
四
年
）
を
参
照
の
こ
と
。

睚

Ｐ
・
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
「
人
間
精
神
の
一
機
能
と
し
て
の
宗
教
か
」『
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
著
作
集
』
４
（
白
水
社
、
一
九
七
九
年
）
五
一
頁
、
五
三
頁
。

睨

Ｐ
・
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
「
キ
リ
ス
ト
教
と
諸
世
界
宗
教
と
の
出
会
い
」『
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
著
作
集
』
４
、
一
三
四
頁
。

睫

Ｐ
・
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
「
勇
気
と
超
越
」『
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
著
作
集
』
９
、
二
○
○
頁
。

睛

同
書
　
二
○
四
頁
。

睥

Ｐ
・
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
「
哲
学
と
神
学
」『
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
著
作
集
』
４
、
一
五
五
頁
。

睿

同
書
　
一
五
七
頁

睾

Ｐ
・
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
「
聖
書
の
宗
教
と
存
在
の
問
題
」『
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
著
作
集
』
４
、
二
五
七
頁
。

睹

例
え
ば
和
辻
哲
郎
『
人
間
の
学
と
し
て
の
倫
理
学
』（
一
九
三
四
年
）
参
照
（『
和
辻
哲
郎
全
集
』
Ｉ
Ｘ
所
収
（
岩
波
書
店
、
一
九
六
二
年
）

瞎

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
『
ニ
コ
マ
コ
ス
倫
理
学
』
一
○
九
四
ｂ
八

瞋

藤
原
保
信
『
自
然
観
の
構
造
と
環
境
倫
理
学
』（
御
茶
の
水
書
房
、
一
九
九
一
年
）
六
○
頁
。

な
お
、
機
械
論
的
自
然
観
と
近
代
的
思
惟
の
本
質
に
つ
い
て
の
コ
メ
ン
ト
と
し
て
拙
稿
「
科
学
と
キ
リ
ス
ト
教
」（「
日
本
の
神
学
」
第
三
四
号
）
参
照

の
こ
と

瞑

加
藤
尚
武
『
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
の
形
成
と
原
理
』（
未
来
社
、
一
九
八
○
年
）、『
哲
学
の
使
命
│
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
の
精
神
と
世
界
』（
未
来
社
、
一
九
九
二
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年
）
青
木
茂
『
ヘ
ー
ゲ
ル
の
キ
リ
ス
ト
論
』（
南
窓
社
、
一
九
九
五
年
）

瞠

加
藤
尚
武
『
環
境
倫
理
学
の
す
す
め
』（
丸
善
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
、
一
九
九
一
年
）
一
頁
。

瞞

ロ
デ
リ
ッ
ク
・
Ｆ
・
ナ
ッ
シ
ュ
・
松
野
弘
訳
『
自
然
の
権
利
』（
Ｔ
Ｂ
Ｓ
ブ
リ
タ
ニ
カ
、
一
九
九
三
年
）
九
頁
。
な
お
同
書
第
四
章
「
宗
教
の
緑
化
」

に
は
神
の
信
託
管
理
人
（stew

ardship

）
の
概
念
を
中
心
と
し
て
キ
リ
ス
ト
教
思
想
か
ら
環
境
倫
理
学
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
が
要
約
さ
れ
て
い
る
。

瞰

ゲ
ル
ハ
ル
ト
・
リ
ー
ト
ケ
は
聖
書
の
生
態
学
的
解
釈
を
行
な
っ
た
書
物
の
中
で
「
地
の
支
配
」（
創
世
記
一
・
28
）
の
詳
し
い
釈
義
の
の
ち
「
人
間
の

被
造
物
の
抗
争
の
中
で
の
連
帯
」
を
主
張
し
て
い
る
。『
生
態
学
的
破
局
と
キ
リ
ス
ト
教
』（
安
田
治
夫
訳
、
新
教
出
版
社
、
一
九
八
九
年
）。
そ
し
て

人
間
が
被
造
物
の
肩
代
わ
り
を
す
べ
き
こ
と
を
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
（
二
三
六
頁
）。

「
被
造
物
は
そ
れ
自
身
の
た
め
に
誇
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
わ
れ
わ
れ
が
わ
れ
わ
れ
の
搾
取
の
ハ
ン
マ
ー
の
打
撃
を
受
け
て
い
る
被

造
物
の
苦
し
み
を
共
に
感
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
被
造
物
は
自
分
で
は
な
し
え
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
わ
れ
わ
れ
が
そ
れ
の
代
わ
り
に

、
、
、
、
、
、
、

考
え
、
語

り
、
行
動
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」

ま
た
Ｒ
・
Ｆ
・
ナ
ッ
シ
ュ
著
『
自
然
の
権
利
』
で
は
軈
法
廷
代
理
人
軋
や
軈
後
見
人
軋
と
い
う
言
葉
も
使
わ
れ
て
い
る
（
二
五
八
頁
）。

瞶

稲
垣
久
和
『
知
と
信
の
構
造
』
一
三
三
頁
。

瞹

加
藤
尚
武
『
環
境
倫
理
学
の
す
す
め
』
一
二
九
頁
。

瞿

H
.K

üng,ProjektW
eltethos,(R

.Piper
G

m
bH

&
Co.K

G
,1990)

瞼

稲
垣
久
和
『
知
と
信
の
構
造
』
二
三
二
頁
。
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[Abstract in English]

Towards a Theology in a Broad Sense:
Religion, Science, and Education in the Postmodern Age

H. Inagaki

Is it possible to think of theology as a science (scientia)? This question had already

been asked in Europe during the Middle Ages. By using Aristotelian philosophy to

structure his discussion of this question, Thomas Aquinas was able to answer it

positively and thereby to contribute to the development of Scholastic Theology. This

scholastic framework for theology survived, at least partially, even after the Reformation,

as scholars once again seriously considered the question of the scientific nature of

theology. Charles Hodge, the leading “old- Princeton” theologian, maintained something

of the scholastic form of theology when he stressed the analogy between the methods of

theology and the Baconian, positivistic methods of natural science. Nowadays, however,

several evangelical theologians, such as J. Marsden, E. Runner, J. Davis, and J. Frame,

have criticized Hodge’s theological methodology.

To construct a contemporary, wholistic method for theology—one which facilitates

an interdisciplinary dialogue with other sciences—I reconsider the meaning of the

Aristotelian dualism between theoria and praxis. This leads me to propose a theological

methodology based on a sort of hermeneutical circle between theoria (sophia) and

praxis (phronesis) which reflects the scriptural world-view and which can be called a

“transcendental hermeneutics.” This transcendental hermeneutics has two a-priori

conditions which make possible human knowledge and understanding. These conditions

are: the human ego penetrated by the religious ground motive and the cosmological

law-spheres created by God.

Given this transcendental hermeneutics, theology in a broad sense may be defined as

that science which investigates reality as a whole, under God’s law, and which is based

on the religious ground motive of creation, fall, and redemption by Jesus Christ through

the communion of the Holy Spirit. Theology in a broad sense must, inevitably, study

other religions which are to be interpreted as human responses to God’s revelation in

creation. This theology postulates a concept of “subject” (uJpokei;menon) quite different

from that of Aristotle and Descartes and which, therefore, has a wide application to

recent issues such as bioethics and environmental ethics.
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