
デ
カ
ル
ト
に
知
ら
れ
ざ
る
神

目
新
哲
学
と
ア
レ
オ
パ
ゴ
ス
説
教

坂

本

邦

暢

は
じ
め
に

新
約
聖
書
の
『
使
徒
行
伝
』
は
パ
ウ
ロ
が
ア
テ

l

ナ
イ
で
行
っ
た
説
教
を
記
録
し
て
い
る
。
行
わ
れ
た
場
所
に
ち
な
ん
で
「
ア
レ
オ
パ

ゴ
ス
説
教
」
と
呼
ば
れ
、
次
の
よ
う
な
内
容
を
も
っ
。

ア
テ
l

ナ
イ
の
方
々
。
あ
ら
ゆ
る
点
に
つ
い
て
あ
な
た
方
が
い
か
に
宗
教
心
に
富
ん
で
お
い
で
か
、
私
は
存
じ
て
お
り
ま
す
。
こ
こ

ま
で
道
を
通
っ
て
く
る
途
中
、
あ
な
た
方
の
聖
所
を
い
ろ
い
ろ
見
て
ま
い
り
ま
し
た
が
、
一
つ
の
祭
壇
に
、
知
ら
れ
ざ
る
神
に
、
と

碑
文
が
彫
つ
で
あ
る
の
を
見
つ
け
ま
し
た
。
あ
な
た
方
が
知
ら
ぬ
ま
ま
に
拝
ん
で
い
る
も
の
を
、
私
が
お
教
え
申
し
上
げ
ま
し
ょ
う
。

世
界
と
そ
の
中
に
あ
る
万
物
を
創
造
し
た
神
、
天
と
地
の
主
で
あ
る
こ
の
神
は
、
手
で
作
っ
た
神
殿
な
ど
に
住
み
給
う
こ
と
は
な
く
、

ま
た
、
何
か
不
足
し
て
い
る
か
の
よ
う
に
人
間
の
手
に
よ
っ
て
仕
え
て
も
ら
う
(
必
要
が
あ
る
)
わ
け
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
神
が
す

べ
て
の
人
々
に
生
命
と
息
と
万
物
を
与
え
て
く
だ
さ
っ
た
の
で
す
。
神
は
一
人
の
人
か
ら
全
人
類
を
造
り
出
し
、
大
地
の
全
面
に
住
65 



ま
わ
せ
、
秩
序
あ
る
時
を
定
め
、
ま
た
彼
ら
の
住
む
べ
き
場
所
の
境
界
を
定
め
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。
そ
れ
は
、
彼
ら
が
神
を
何
と
66 

か
手
探
り
で
探
し
て
見
つ
け
よ
う
と
求
め
る
よ
う
に
さ
せ
る
た
め
な
の
で
す
。
実
際
、
神
は
私
た
ち
の
そ
れ
ぞ
れ
か
ら
遠
く
離
れ
て

お
ら
れ
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
神
の
中
で
私
た
ち
は
生
き
、
動
き
、
存
在
し
て
い
る
の
で
す
。

キ
リ
ス
ト
教
史
上
、
山
上
の
垂
訓
に
つ
い
で
有
名
な
説
教
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
こ
こ
で
は
二
つ
の
点
に
着
目
し
た
い
。
第
一
に
自
然
世

界
を
つ
う
じ
て
人
聞
は
神
を
見
つ
け
よ
う
と
せ
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
点
だ
。
い
わ
ゆ
る
「
自
然
神
学
」
E
g
g
-
p
g
z
喝
の
勧
め
で

あ
る
。
お
よ
そ
詩
的
で
な
い
カ
ン
ト
の
言
葉
に
置
き
か
え
る
な
ら
「
一
定
の
経
験
と
、
そ
の
経
験
を
つ
う
じ
て
認
識
さ
れ
た
私
た
ち
の
感

性
界
の
特
殊
な
性
状
か
ら
出
発
し
て
、
原
因
性
の
法
則
に
し
た
が
う
こ
と
で
感
性
界
か
ら
世
界
の
外
部
に
あ
る
最
高
の
原
因
へ
と
上
昇
す

る
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
も
う
一
点
は
「
神
の
中
で
私
た
ち
は
生
き
、
動
き
、
存
在
し
て
い
る
」
と
い
う
箇
所
だ
。
い
た
る
と
こ
ろ
に

神
は
存
在
す
る
と
い
う
「
遍
在
」
。
旨
巳
胃
2
2
2

の
教
義
と
し
て
解
釈
が
可
能
で
あ
る
。

ア
レ
オ
パ
ゴ
ス
説
教
は
有
名
で
あ
る
と
同
時
に
し
ば
し
ば
議
論
を
呼
ん
で
き
た
。
と
り
わ
け
前
世
紀
に
カ

l

ル
・
バ
ル
ト
宗
主

∞
白
円
門
戸
店
∞
。
l
s
g
)
が
し
め
し
た
解
釈
が
有
名
だ
ろ
う
。
彼
は
パ
ウ
ロ
が
自
然
神
学
を
説
い
た
と
絶
対
に
認
め
な
か
っ
た
。
人
が
神
を

見
つ
け
ら
れ
る
の
は
キ
リ
ス
ト
を
介
し
て
だ
け
だ
か
ら
だ
。
こ
の
強
烈
な
主
張
は
解
釈
に
お
お
き
な
影
響
を
与
え
る
と
同
時
に
、
論
争
も

引
き
お
こ
す
こ
と
に
な
っ
た
。

し
か
し
論
争
は
決
し
て
目
新
し
い
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
む
し
ろ
過
去
の
反
復
だ
っ
た
。

ア
レ
オ
パ
ゴ
ス
説
教
を
め
ぐ
っ
て
同
種
の
議

論
が
、

一
七
世
紀
に
も
戦
わ
さ
れ
て
い
た
の
だ
。
論
争
を
激
化
さ
せ
た
の
は
デ
カ
ル
ト
だ
っ
た
。
新
哲
学
と
使
徒
の
言
葉
は
い
か
に
交
差

し
た
の
だ
ろ
う
。



神
の
存
在
証
明
と
二
元
論
|
|
デ
カ
ル
ト

デ
カ
ル
ト
に
つ
い
て
は
簡
単
に
す
ま
せ
て
し
ま
お
う
。
確
認
し
た
い
の
は
神
の
存
在
証
明
と
二
元
論
の
二
点
だ
。
神
の
存
在
は
普
遍
的

な
懐
疑
の
結
果
証
明
さ
れ
る
。
デ
カ
ル
ト
は
感
覚
を
疑
う
。
自
ら
の
身
体
の
存
在
も
疑
う
。
数
学
の
真
理
ま
で
も
疑
う
。
し
か
し
疑
っ
て

い
る
私
は
た
し
か
に
存
在
す
る
。
私
は
精
神
で
あ
る
。
そ
れ
は
完
全
で
無
限
な
神
の
観
念
を
も
っ
て
い
る
。
こ
れ
を
有
限
な
私
が
つ
く
る

こ
と
は
で
き
な
い
。
よ
っ
て
外
に
原
因
が
あ
る
。
完
全
で
無
限
な
観
念
の
原
因
は
、
完
全
か
つ
無
限
な
存
在
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ょ
っ

て
神
が
存
在
す
る
。

完
全
な
神
は
誠
実
な
の
で
、
明
断
か
つ
判
明
な
認
識
が
あ
や
ま
る
こ
と
は
な
い
。
よ
っ
て
明
断
に
区
別
で
き
る
思
惟
と
延
長
は
別
々
の

実
体
で
あ
る
。
二
元
論
の
導
入
だ
。
さ
ら
に
感
覚
が
も
っ
受
動
的
能
力
を
根
拠
に
、
延
長
の
実
在
性
が
証
明
さ
れ
る
。
延
長
は
純
粋
数
学

の
対
象
な
の
で
、
私
た
ち
は
世
界
に
つ
い
て
確
実
な
知
識
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
と
結
論
さ
れ
る
。

神
の
存
在
証
明
の
特
徴
は
感
覚
に
一
切
依
拠
し
な
い
点
に
あ
る
。
ふ
た
た
び
カ
ン
ト
の
表
現
を
借
り
る
な
ら
、
「
す
べ
て
の
経
験
を
捨

象
し
て
、
た
ん
な
る
概
念
に
も
と
づ
き
、
ま
っ
た
く
ア
・
プ
リ
オ
リ
に
最
高
の
原
因
が
現
存
在
す
る
こ
と
を
推
論
す
話
」
。
二
元
論
の
特
徴
、

と
い
う
よ
り
合
意
は
、
実
体
は
二
つ
し
か
な
い
と
い
う
も
の
だ
。
あ
ら
ゆ
る
存
在
が
思
惟
か
延
長
に
分
類
さ
れ
る
か
の
よ
う
に
み
え
る
。

な
る
ほ
ど
そ
う
デ
カ
ル
ト
は
明
言
し
て
は
い
な
い
。
し
か
し
そ
う
解
釈
す
る
余
地
が
お
お
い
に
あ
っ
た
の
は
た
し
か
で
あ
っ
た
。

聖
霊
を
冒
涜
す
る
デ
カ
ル
ト
|
|
ヴ
ォ
エ
テ
ィ
ウ
ス

デ
カ
ル
ト
の
哲
学
は
た
だ
ち
に
批
判
を
招
い
た
。

一
六
四
一
年
の
『
省
察
』
の
出
版
を
待
た
ず
し
て
、
三
七
年
の
『
方
法
序
説
』

'̂ 
の

反
論
が
あ
ら
わ
れ
る
。
批
判
者
は
ユ
ト
レ
ヒ
ト
大
学
の
神
学
部
教
授
ギ
ス
ベ
ル
ト
ゥ
ス
・
ヴ
ォ
エ
テ
ィ
ウ
ス

(
巴
田
宮
司
富
田
〈
。
邑

5

・
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ロ
∞
。l
H君
。
)
だ
っ
た
。
当
時
の
代
表
的
な
保
守
派
の
神
学
者
だ
。
彼
は
三
九
年
の
一
月
に
「
無
神
論
に
つ
い
て
」
ロ
巾
邑
邑
∞
ヨ
。
と
い

68 

う
討
論
を
主
催
し
た
。
さ
ま
ざ
ま
な
種
類
の
神
を
信
じ
な
い
者
た
ち
を
分
類
し
、
無
神
論
の
総
覧
表
を
つ
く
ろ
う
と
す
る
こ
こ
ろ
み
で
あ

る
。
デ
カ
ル
ト
は
間
接
的
か
つ
理
論
的
な
無
神
論
者
に
分
類
さ
れ
る
。
直
接
的
に
神
を
否
定
し
て
は
い
な
い
が
、
学
説
に
よ
っ
て
実
質
的

に
否
定
し
て
し
ま
っ
て
い
る
グ
ル
ー
プ
で
あ
る
。

デ
カ
ル
ト
の
無
神
論
は
ひ
と
え
に
懐
疑
か
ら
来
て
い
る
と
ヴ
ォ
エ
テ
イ
ウ
ス
は
い
う
。

不
幸
を
も
た
ら
す
こ
の
論
争
家
た
ち
が
、
こ
の
よ
う
な
不
合
理
と
帰
結
の
か
ど
で
批
判
さ
れ
る
の
は
当
然
だ
。
聖
書
の
権
威
に
反
対

す
る
ロ
ヨ
ラ
派
〔
イ
エ
ズ
ス
会
〕

の
新
し
い
懐
疑
主
義
の
偏
見
に
染
ま
り
、
あ
ら
ゆ
る
原
理
と
真
理
(
そ
の
な
か
に
は
、
神
は
存
在

す
る
か
、
神
は
敬
わ
れ
る
べ
き
で
あ
る
か
、
立
派
さ
と
醜
悪
さ
と
の
あ
い
だ
に
は
ど
ん
な
区
別
が
あ
る
か
な
ど
も
含
ま
れ
る
)

ｭ̂
の

普
遍
的
な
懐
疑
を
、
人
間
精
神
の
虚
栄
心
に
う
っ
た
え
か
け
て
も
っ
と
も
な
も
の
に
し
て
ま
わ
っ
て
い
る
。
結
果
と
し
て
、
人
間
精

神
は
空
白
の
書
字
板
で
あ
る
か
の
よ
う
に
、
ま
っ
た
く
の
新
し
い
着
想
を
新
た
に
求
め
る
の
だ
。
だ
が
こ
の
危
険
な
方
法
に
は
ち
い

さ
か
ら
ぬ
不
都
合
が
あ
る
〔
後
略
〕
。

第
一
の
不
都
合
は
、
た
と
え
一
瞬
で
も
神
の
存
在
を
疑
っ
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
原
則
に
懐
疑
が
反
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
第
二

に
、
懐
疑
を
脱
し
て
た
し
か
な
信
仰
に
到
達
す
る
保
証
が
な
い
と
い
う
危
険
性
で
あ
る
。
最
後
に
第
三
の
不
都
合
と
し
て
、
新
し
い
方
法

に
よ
り
自
然
神
学
が
不
可
能
に
な
り
、
無
神
論
者
に
対
抗
す
る
も
っ
と
も
有
効
な
武
器
が
奪
わ
れ
て
し
ま
う
と
い
う
も
の
が
あ
っ
た
。
信

仰
の
な
い
異
教
徒
で
あ
っ
て
も
理
性
さ
え
備
え
て
い
れ
ば
、
自
然
に
あ
る
秩
序
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
か
ら
、
そ
こ
か
ら
神
の
存

在
を
認
め
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
は
ず
だ
。
こ
の
武
器
を
キ
リ
ス
ト
教
会
は
長
き
に
わ
た
っ
て
活
用
し
て
き
た
。
哲
学
は
自
然
神
学
を
放



棄
す
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
基
礎
づ
け
る
こ
と
で
、
超
自
然
的
な
神
学
の
は
し
た
め
の
役
割
を
果
た
さ
ね
ば
な
ら
な
い
と
ヴ
ォ
エ
テ
イ

ウ
ス
は
い
、
っ
。

自
然
神
学
の
否
定
は
聖
霊
に
た
い
す
る
冒
涜
だ
と
ヴ
ォ
エ
テ
ィ
ウ
ス
は
議
論
を
進
め
る
。

こ
の
よ
う
な
こ
と
を
論
じ
る
人
び
と
、
な
い
し
は
こ
の
よ
う
な
軽
薄
な
試
み
に
好
意
を
よ
せ
る
人
び
と
は
、
神
と
真
理
の
問
題
を
無

神
論
者
と
懐
疑
論
者
に
売
り
わ
た
し
て
お
り
、
(
熟
慮
の
す
え
か
否
か
は
神
の
み
ぞ
知
る
と
し
て
)
不
敬
慶
な
者
に
お
お
き
く
手
を

か
し
て
い
る
。
く
わ
え
て
、
正
し
い
理
性
、
自
然
の
光
、
神
か
ら
の
贈
り
物
に
不
正
を
働
い
て
お
り
、
し
か
も
聖
霊
に
も
不
正
を
働

い
て
い
る
。
ほ
か
な
ら
ぬ
聖
霊
が
こ
の
方
法
を
教
え
、
適
用
し
て
い
た
か
ら
だ
。
す
ぐ
に
論
じ
る
よ
う
に
、
『
イ
ザ
ヤ
書
」
第
四

O
章
、

「
詩
篇
』
第
一
九
章
、
「
使
徒
行
伝
』
第
一
七
章
〔
ア
レ
オ
パ
ゴ
ス
説
教
〕
、
『
ロl

マ
の
信
徒
へ
の
手
紙
』
第
一
章
な
ど
に
お
い
て
で

あ
る
。

聖
書
は
ア
レ
オ
パ
ゴ
ス
説
教
を
は
じ
め
と
す
る
多
く
の
箇
所
で
、
被
造
物
と
い
う
結
果
か
ら
神
と
い
う
原
因
へ
と
さ
か
の
ぼ
る
べ
き
だ
と

教
え
て
い
る
。
聖
霊
が
無
神
論
者
を
論
駁
す
る
手
段
を
与
え
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
そ
れ
を
放
棄
し
よ
う
と
い
う
の
は
、
無
神
論
者
の

所
業
に
他
な
ら
な
い
。

ヴ
ォ
エ
テ
イ
ウ
ス
に
と
っ
て
、

デ
カ
ル
ト
の
教
え
は
新
奇
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
自
然
神
学
の
否
定
に
は
先
例
が
あ
っ
た
。
彼
は
ま

ず
レ
モ
ン
ス
ト
ラ
ン
ト
派
を
挙
げ
る
。
神
学
者
ヤ
コ
プ
ス
・
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ス

Q
R
o
σ
5〉
B
E
E
P
H
g
?
H
g
gの
教
説
を
支
持
す
る

二
ハ
一
八
年
か
ら
一
九
年
に
か
け
て
の
ド
ル
ト
レ
ヒ
ト
会
議
で
異
端
と
し
て
認
定
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
グ
ル
ー
プ
に
属
す
る
神

の
著
作
を
ヴ
ォ
エ
テ
イ
ウ
ス
は
引
く
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
レ
モ

一
派
で
、

学
者
シ
モ
ン
・
エ
ピ
ス
コ
ピ
ウ
ス

(
ω
g
o回開
立
聞
の
岳
山
S
L
u
g
-
広
島
)
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ン
ス
ト
ラ
ン
ト
派
は
神
の
存
在
を
聖
書
だ
け
か
ら
証
明
す
る
。
こ
の
誰
に
で
も
理
解
可
能
な
証
明
に
た
い
し
て
、
哲
学
的
な
存
在
証
明
は

難
解
で
あ
り
、
無
学
な
者
た
ち
を
信
仰
か
ら
遠
ざ
け
る
と
い
う
。
自
然
神
学
の
実
質
的
な
否
定
だ
。
さ
ら
に
ヴ
ォ
エ
テ
イ
ウ
ス
に
よ
る
と
、

エ
ピ
ス
コ
ピ
ウ
ス
の
主
張
は
ソ
ツ
ツ
ィ

l

ニ
主
義
の
形
而
上
学
の
単
な
る
反
復
だ
と
い
う
。
つ
ま
る
と
こ
ろ
自
然
神
学
を
否
定
す
る
点
で
、

デ
カ
ル
ト
の
哲
学
は
、
「
ソ
ツ
ツ
ィ
l
-
7

レ
モ
ン
ス
ラ
ン
ト
主
義
」
に
合
流
し
よ
う
と
し
て
い
る
と
い
う
の
問
。
こ
れ
が
ヴ
ォ
エ
テ
イ

ウ
ス
の
結
論
で
あ
っ
た
。
ソ
ツ
ツ
ィ
1

ニ
主
義
の
亜
種
と
認
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
こ
そ
、
デ
カ
ル
ト
へ
の
批
判
は
も
っ
と
も
効
果
的
に

70 

な
る
と
彼
は
考
え
て
い
た
の
だ
。
な
ぜ
そ
う
考
え
た
の
か
。
そ
も
そ
も
ソ
ツ
ツ
ィl
ニ
と
は
誰
な
の
か
。
答
え
る
た
め
に
は
時
計
の
針
を

一
六
世
紀
に
戻
さ
ね
ば
な
ら
な
い
。

四

絶
対
の
超
越
|
|
ソ
ッ
ツ
ィ
I

ニ

フ
ア
ウ
ス
ト
・
ソ
ツ
ツ
ィ

l

ニ
(
司
自
己
。ω
O
N骨
子
店
ω
?
5
2
)
に
は
じ
ま
る
異
端
で
あ
り
、
初
期
近
代

の
低
地
地
方
で
危
険
視
さ
れ
て
い
た
。
キ
リ
ス
ト
は
神
の
子
で
は
な
い
と
し
、
三
位
一
体
の
教
義
を
否
定
し
た
か
ら
だ
。
至
高
の
神
は
絶

ソ
ッ
ツ
ィ

l

ニ
主
義
は
、

対
的
に
単
一
な
の
で
、
い
か
な
る
複
数
化
も
許
さ
れ
な
い
と
ソ
ツ
ツ
ィ
l

ニ
は
考
え
た
。
神
の
超
越
性
は
最
高
度
の
も
の
で
な
く
て
は
な

ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
根
拠
は
聖
書
に
あ
っ
た
。
そ
こ
で
は
い
っ
さ
い
三
位
一
体
は
説
か
れ
て
い
な
い
。
説
か
れ
て
い
る
の
は
、
神
が
イ

エ
ス
と
い
う
人
聞
を
通
じ
て
あ
る
べ
き
生
き
方
を
し
め
し
た
の
だ
か
ら
、
彼
に
な
ら
う
こ
と
で
人
は
永
遠
の
生
を
え
ら
れ
る
と
い
う
こ
と

だ
け
で
あ
る
。
聖
書
の
み
を
根
拠
と
し
て
、
神
の
超
越
性
を
極
大
化
す
る
。
こ
れ
が
ソ
ツ
ツ
ィl
ニ
の
教
え
の
核
心
で
あ
っ
た
。
こ
こ
か

ら
自
然
神
学
も
否
定
さ
れ
る
。
超
越
神
は
自
然
を
通
じ
て
知
れ
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
。
聖
書
と
い
、
フ
啓
示
が
唯
一
の
回
路
で
あ
る
。

だ
が
他
な
ら
ぬ
聖
書
の
う
ち
に
ア
レ
オ
パ
ゴ
ス
説
教
が
あ
り
、
自
然
神
学
を
教
え
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
ソ
ッ
ツ
ィl
ニ
は
答
え
る
。



こ
こ
か
ら
〔
ア
レ
オ
パ
ゴ
ス
説
教
か
ら
〕
、
人
聞
が
被
造
物
を
通
じ
て
神
の
認
識
に
い
た
り
、
ま
る
で
触
れ
る
か
の
よ
う
に
(
こ
の

よ
う
に
「
手
探
り
で
探
し
て
」
と
い
う
言
葉
を
説
明
す
る
者
た
ち
が
い
る
の
だ
)
神
を
見
い
だ
す
と
い
う
の
が
、
神
の
意
図
で
あ
っ

た
の
は
明
白
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
〔
し
か
し
〕
こ
こ
で
私
は
次
の
よ
う
に
言
う
。
神
を
探
す
と
は
、
神
が
教
え
た
よ
う
に
敬

度
に
生
き
る
と
い
う
こ
と
だ
。
他
方
神
を
見
つ
け
る
と
は
、
神
が
私
た
ち
に
慈
悲
深
く
あ
る
と
学
ぶ
こ
と
で
あ
る
。
[
中
略
]
パ
ウ

ロ
は
ほ
ぼ
次
の
よ
う
な
こ
と
を
い
っ
て
い
る
。
敬
慶
に
生
き
る
者
の
側
に
神
は
い
る
。
す
べ
て
の
人
間
に
恩
恵
を
も
た
ら
し
て
く
だ

さ
っ
て
い
る
か
ら
だ
。
生
き
、
動
き
、
存
在
し
て
い
る
こ
と
を
私
た
ち
は
み
な
神
か
ら
受
け
取
る
の
だ
か
ら
。

ソ
ッ
ツ
ィ

l

ニ
の
解
釈
で
は
、
ア
レ
オ
パ
ゴ
ス
説
教
は
自
然
神
学
を
説
い
て
い
な
い
。
神
を
探
し
見
い
だ
す
と
い
う
文
言
は
、
聖
書
に

し
た
が
っ
て
敬
度
に
生
き
る
こ
と
を
意
味
す
る
に
す
ぎ
な
い
。
こ
う
し
て
バ
ル
ト
と
お
な
じ
く
ソ
ッ
ツ
ィ

l

ニ
は
自
然
神
学
を
キ
リ
ス
ト

教
か
ら
追
放
し
よ
う
と
し
た
。
こ
の
誤
っ
た
聖
書
解
釈
を
追
認
す
る
点
で
、
デ
カ
ル
ト
の
哲
学
は
ソ
ッ
ツ
ィ
l

ニ
の
教
え
の
反
復
で
あ
る

と
ヴ
ォ
エ
テ
ィ
ウ
ス
は
批
判
し
た
の
だ
っ
た
。

五

遍
在
と
受
肉
|
|
ウ
ォ
ル
ス
テ
ィ
ウ
ス
と
ク
レ
リ
ウ
ス

ヴ
ォ
エ
テ
ィ
ウ
ス
の
批
判
は
単
な
る
言
い
が
か
り
の
よ
う
に
思
え
る
。
自
然
神
学
の
否
定
の
一
点
を
根
拠
に
、
デ
カ
ル
ト
を
ソ
ツ
ツ
ィ
l

ニ
主
義
者
に
分
類
す
る
の
は
無
理
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
し
か
し
両
者
の
結
び
つ
き
は
こ
れ
に
と
ど
ま
ら
な
か
っ
た
。
続
く
神
学
者
た

ち
は
、
さ
ら
な
る
一
致
点
を
見
い
だ
し
て
行
く
。
焦
点
と
な
っ
た
の
は
遍
在
の
教
義
だ
っ
た
。

こ
こ
で
用
語
を
整
理
し
て
お
こ
う
。
伝
統
的
に
遍
在
は
三
つ
の
意
味
で
と
ら
え
ら
れ
て
い
た
。
力
に
よ
る
も
の
、
知
識
に
よ
る
も
の
、

そ
し
て
本
質
に
よ
る
も
の
だ
。
力
に
よ
る
遍
在
と
は
、
神
が
万
物
を
つ
く
り
、
保
存
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
知
識
に
よ
る
遍
在
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と
は
、
万
物
を
神
が
知
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
。
最
後
に
本
質
に
よ
る
遍
在
と
は
神
の
本
質
が
万
物
に
宿
っ
て
い
る
こ
と
で

ホ
7
Q。
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論
争
の
出
発
点
と
な
っ
た
の
は
、
や
は
り
ソ
ツ
ツ
ィ

l

ニ
だ
っ
た
。
前
節
で
の
引
用
を
も
う
一
度
見
て
み
よ
う
。
「
神
の
中
で
私
た
ち

は
生
き
、
動
き
、
存
在
し
て
い
る
」
と
い
う
文
言
か
ら
遍
在
の
教
義
を
読
み
と
る
こ
と
が
拒
否
さ
れ
て
い
る
。
私
た
ち
が
慈
悲
深
い
神
か

ら
の
思
恵
に
よ
っ
て
生
か
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
。
実
際
ソ
ッ
ツ
ィ

l

ニ
に
し
て
み
れ
ば
、
神
は
世

界
を
超
越
し
て
い
る
の
だ
か
ら
遍
在
す
る
は
ず
が
な
か
っ
た
。
そ
れ
を
裏
づ
け
る
か
の
よ
う
に
、
神
は
天
に
い
る
と
聖
書
に
は
っ
き
り
書

い
て
あ
る
で
は
な
い
か
と
彼
は
指
摘
す
る
。

論
争
を
深
化
さ
せ
た
、
と
い
う
か
激
化
さ
せ
た
の
は
、
ラ
イ
デ
ン
大
学
神
学
部
教
授
の
コ
ン
ラ
ッ
ド
・
ウ
ォ
ル
ス
テ
ィ
ウ
ス

〈
O
B
E
g
-
H
u
g
-
E
N
N
)

だ
っ
た
。
三
位
一
体
の
教
義
を
信
じ
る
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ス
主
義
者
で
あ
り
、
ソ
ッ
ツ
ィ

l

ニ
派
で
は
な
い
。
し
か

し
最
終
的
に
は
異
端
の
嫌
疑
を
か
け
ら
れ
大
学
を
追
放
さ
れ
る
。
疑
い
を
招
い
た
学
説
の
な
か
に
、
遍
在
に
関
す
る
理
解
が
あ
っ
た
。
こ

(
円
。
ロ
ロ
丘

の
点
を
一
六
一
一
年
出
版
の

『
弁
明
的
解
釈
』
為
』
志
向
。
色
町
司
号
令

R
Hぬ
恒
切
除
(
ラ
イ
デ
ン
)
か
ら
見
て
み
よ
う
。
こ
の
書
物
は
以
前
の
著
作
の

一
六
O
六
年
に
出
版
し
た
『
神
、
あ
る
い
は
神
の
本
性
と
属
性
に
つ
い
て
の
神
学
的
論
考
』
司
号
宮
司
書

弁
明
と
し
て
書
か
れ
た
。

H
E
S
N。h川
弘
円
S
h

出
司h叫g
w
M
民s
e
s
h
判
定
否
両
H
R
H
H
H
3
.
Z
H

な
号
軸
.
(
シ
ユ
タ
イ
ン
フ
ル
ト
)

て
い
る
と
い
う
批
判
が
寄
せ
ら
れ
て
い
た
。

で
あ
る
。
こ
の
書
が
神
の
本
質
に
よ
る
遍
在
を
否
定
し

ウ
ォ
ル
ス
テ
イ
ウ
ス
は
反
論
す
る
。
神
が
「
天
と
地
を
満
た
す
」
と
聖
書
に
あ
る
の
だ
か
ら
、
自
分
は
本
質
的
な
遍
在
を
よ
ろ
こ
ん
で

認
め
る
。
疑
問
視
さ
れ
る
べ
き
は
そ
の
仕
方
に
関
す
る
通
説
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
い
た
る
と
こ
ろ
に
神
の
本
質
の
す
べ
て
が
宿
る

と
い
う
。
し
か
し
神
の
す
べ
て
が
も
っ
と
も
卑
し
い
存
在
に
も
宿
る
と
考
え
る
の
は
冒
涜
的
で
は
な
い
か
と
ウ
ォ
ル
ス
テ
イ
ウ
ス
は
疑
問

を
呈
す
る
。



通
説
は
聖
書
に
根
拠
を
も
た
な
い
と
も
ウ
オ
ル
ス
テ
ィ
ウ
ス
は
主
張
す
る
。
こ
こ
で
彼
が
と
り
あ
げ
る
の
が
ア
レ
オ
パ
ゴ
ス
説
教
だ
。

「
神
の
中
で
私
た
ち
は
生
き
、
動
き
、
存
在
し
て
い
る
」
と
い
う
文
言
は
、
通
説
を
支
持
す
る
典
拠
と
さ
れ
て
い
る
が
そ
う
で
は
な
い
と

い
う
。
む
し
ろ
神
が
万
物
に
た
い
し
て
力
を
働
か
せ
て
い
る
と
教
え
て
い
る
と
み
な
す
べ
き
だ
。
お
な
じ
解
釈
を
と
る
人
物
と
し
て
、
ウ
オ

ル
ス
テ
ィ
ウ
ス
は
ド
ゥ
ン
ス
・
ス
コ
ト
ゥ
ス

(
U
E∞
ω
g
E
F
H
N
B
\
。
?
ロ
。
∞
)
、

(
の
ロ
店
内
-
B
Z国
会
川

(
の
与
ユ
包
囲
巳
・
2
・
E
N
?
E
S
)
と
い
う
三
人
の
ス
コ
ラ
学
者
の
名
を
挙
げ
る
)
。

ウ
ィ
リ
ア
ム
・
オ
ツ
カ
ム

。
。E
M
R
F何
回-
H
N∞
吋l
呂
町
一
)
、ガ
ビ
リ
エ
ル
・
ビ
l

ル

し
か
し
問
題
の
核
心
は
神
で
は
な
く
、
む
し
ろ
そ
の
ひ
と
り
子
に
あ
っ
た
。

ウ
オ
ル
ス
テ
ィ
ウ
ス
に
向
け
ら
れ
た
最
大
の
批
判
を
、
彼

自
身
の
言
葉
で
聞
こ
う
。

な
に
に
も
ま
し
て
多
く
の
人
び
と
が
警
告
し
て
く
る
。
神
の
本
質
が
あ
ら
ゆ
る
意
味
で
無
辺
に
広
が
っ
て
い
る
こ
と

(
た
し
か
に
そ

の
よ
う
に
大
学
で
は
教
え
ら
れ
て
い
る
)
を
否
定
、
な
い
し
は
疑
問
視
し
た
こ
と
で
、
キ
リ
ス
ト
の
真
に
し
て
永
遠
な
る
神
性
、
あ

る
い
は
父
と
聖
霊
と
の
真
な
る
同
質
性
ま
で
も
完
全
に
否
定
さ
れ
た
か
、
疑
問
視
さ
れ
た
よ
う
に
見
え
る
と
い
う
の
だ
。
な
ぜ
な
ら

キ
リ
ス
ト
が
人
間
と
し
て
か
つ
て
地
上
を
歩
い
て
い
た
と
き
、
自
身
の
う
ち
に
神
性
の
本
質
を
保
持
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
不
可

能
に
な
っ
て
し
ま
う
か
ら
だ
。
も
し
祝
福
さ
れ
た
者
た
ち
が
住
む
天
だ
け
に
神
性
が
含
ま
れ
て
お
り
、
本
質
的
に
天
と
地
の
両
方
に

同
時
に
あ
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
な
ら
的
。

神
が
本
質
的
に
は
遍
在
せ
ず
、
居
場
所
が
天
に
限
定
さ
れ
て
い
る
と
し
よ
う
。
す
る
と
地
上
に
い
た
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
本
質
が
神

で
は
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。
こ
れ
は
受
肉
の
、

ひ
い
て
は
三
位
一
体
の
否
定
で
あ
り
、
ソ
ツ
ツ
ィ

l

ニ
に
な
ら
う
も
の
で
あ
り
、

つ
ま
り

反
キ
リ
ス
ト
教
的
だ
と
い
う
わ
け
だ
。
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ウ
オ
ル
ス
テ
ィ
ウ
ス
は
反
論
す
る
。
神
の
全
本
質
が
遍
在
す
る
な
ら
、
三
つ
の
位
格
の
す
べ
て
に
万
物
が
与
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
74 

す
る
と
あ
ら
ゆ
る
被
造
物
が
受
肉
し
て
し
ま
う
。
不
合
理
を
避
け
る
た
め
に
は
、
遍
在
の
仕
方
に
区
別
を
設
け
、
そ
れ
ぞ
れ
の
場
合
で
神

が
異
な
る
力
を
行
使
す
る
こ
と
で
、
事
物
に
宿
る
と
考
え
る
の
が
よ
い
。
キ
リ
ス
ト
の
場
合
、
神
は
人
間
に
は
測
り
知
れ
な
い
力
に
よ
っ

て
、
ロ
ゴ
ス
と
し
て
の
位
格
を
人
性
に
結
合
さ
せ
た
の
だ
ろ
う
。
こ
の
と
き
神
と
ロ
ゴ
ス
の
あ
い
だ
に
は
場
所
的
な
距
離
が
あ
っ
た
は
ず

だ
。ウ

オ
ル
ス
テ
イ
ウ
ス
は
実
質
的
に
は
本
質
に
よ
る
遍
在
を
否
定
し
た
。
こ
の
見
解
を
ソ
ツ
ツ
ィ

l

ニ
派
が
過
激
化
す
る
。
ヨ
ハ
ン
ネ
ス
・

ク
レ
リ
ウ
ス

G
。
F
S
ロ
g
n
B
臣
g
L
S
?
5
8
)
は
一
六
三
O
年
に
出
版
し
た
『
神
と
そ
の
属
性
に
つ
い
て
」

U
.守
ミ
忌
&
さ
ミ
ミ
器

お
き
d
.
Z寄
の
な
か
で
遍
在
の
問
題
を
と
り
あ
げ
る
。
彼
は
ウ
オ
ル
ス
テ
イ
ウ
ス
の
『
弁
明
』
を
参
照
し
な
が
ら
次
の
よ
う
に
断
定
す
る
。

塵
や
原
子
の
す
べ
て
に
神
の
全
本
質
が
ひ
そ
ん
で
お
り
、
も
っ
と
も
不
潔
な
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
場
所
に
も
、
天
に
あ
る
も
っ
と
も
荘

厳
な
住
ま
い
に
も
お
な
じ
よ
う
に
存
在
し
て
い
て
、
さ
ら
に
は
も
っ
と
も
汚
ら
わ
し
く
不
純
な
行
為
に
も
深
く
介
入
し
て
お
り
、
ま

た
そ
れ
に
つ
い
て
考
え
る
こ
と
す
ら
身
の
毛
の
よ
だ
つ
よ
う
な
事
物
と
結
合
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
を
最
も
神
聖
で
荘
厳
な

神
に
つ
い
て
主
張
す
べ
き
だ
と
か
、
そ
れ
を
知
ら
な
け
れ
ば
救
済
が
か
な
ら
ず
損
な
わ
れ
る
な
ど
と
は
、
つ
い
ぞ
聖
書
か
ら
学
べ
て

U

な
し
。

超
越
神
は
本
質
的
に
遍
在
し
な
い
と
い
う
前
提
か
ら
ア
レ
オ
パ
ゴ
ス
説
教
も
読
ま
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

最
後
に
こ
の
神
の
臨
在
(
こ
れ
は
神
の
力
と
摂
理
に
含
ま
れ
て
い
る
)
に
つ
い
て
、
パ
ウ
ロ
も
ま
た
「
使
徒
行
伝
」

で
語
っ
て
い
る
。



彼
が
い
う
に
「
実
際
、
神
は
私
た
ち
の
そ
れ
ぞ
れ
か
ら
遠
く
離
れ
て
お
ら
れ
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
神
の
中
で
私
た
ち
は
生
き
、

動
き
、
存
在
し
て
い
る
の
で
す
」
。
こ
こ
で
「
神
の
中
で
」
と
は
、
神
に
よ
っ
て
、
な
い
し
は
神
の
作
用
、
配
慮
、
摂
理
に
よ
っ
て

と
い
、
つ
こ
と
だ
。

こ
う
し
て
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ス
主
義
者
の
遍
在
理
解
は
、
ソ
ッ
ツ
ィ

1

ニ
派
に
継
承
さ
れ
た
。
こ
の
同
質
性
を
見
て
と
っ
た
が
ゆ
え
に
、
ヴ
オ

エ
テ
ィ
ウ
ス
は
「
ソ
ツ
ツ
ィ
l

ニ
H

レ
モ
ン
ス
ト
ラ
ン
ト
主
義
」
と
い
う
言
葉
を
用
い
る
に
い
た
っ
た
の
で
あ
る
。

........ 
J 、

反
三
位
一
体
の
デ
カ
ル
ト
主
義
|
|
マ
レ
シ
ウ
ス

以
上
の
よ
う
な
遍
在
の
理
解
が
、

デ
カ
ル
ト
の
哲
学
と
結
び
つ
け
ら
れ
る
。
関
連
を
指
摘
し
た
の
は
、

フ
ロ
l

ニ
ン
ゲ
ン
大
学
の
神
学

者
サ
ミ
ユ
エ
ル
・
マ
レ
シ
ウ
ス

(
ω白B
5
-
一
言
問
何
回
目
ロ
タ

5
3
1
5
叶
ω
)だ
っ
た
。

一
六
七
O
年
に
出
版
し
た
「
デ
カ
ル
ト
主
義
の
濫
用
』

U
E
N
F
S段
、
』
悼
凡
な
柄
。
見
守
』
に
お
向
凸
宮
、
同
時
的
芯
お
お
司
(
グ
ロ

l
-

一
ン
ゲ
ン
)
は
、
か
つ
て
の
弟
子
に
し
て
現
在
の
同
僚
で
あ
る
ク
リ
ス
ト
フ
・
ウ
ィ
テ
イ

キ
ウ
ス

(
g
E
S
芸
当
日
邑
岳
山5
・5
N
T
E

∞
叶
)

ん
だ
の
を
攻
撃
し
た
の
だ
っ
た
。
争
点
の
一
つ
が
遍
在
で
あ
る
。

へ
の
批
判
の
書
だ
。
ウ
ィ
テ
ィ
キ
ウ
ス
が
デ
カ
ル
ト
の
哲
学
を
神
学
の
領
域
に
も
ち
こ

マ
レ
シ
ウ
ス
に
よ
れ
ば
、

ウ
ィ
テ
イ
キ
ウ
ス
は
本
質
に
よ
る
遍
在
を
否

定
し
た
。
よ
り
正
確
に
い
う
な
ら
、
神
は
万
物
に
力
を
行
使
す
る
こ
と
に
よ
り
、
結
果
と
し
て
本
質
的
に
も
遍
在
す
る
と
主
張
し
た
。

ル
ス
テ
ィ
ウ
ス
の
学
説
と
の
類
似
は
あ
き
ら
か
だ
ろ
う
。

ウ
オ

な
ぜ
ウ
ィ
テ
ィ
キ
ウ
ス
の
デ
カ
ル
ト
主
義
は
異
端
と
合
流
し
た
の
か
。

に
あ
っ
た
。
デ
カ
ル
ト
主
義
者
は
純
粋
な
思
惟
と
し
て
人
間
の
霊
魂
を
と
ら
え
る
。
こ
れ
は
ま
ち
が
っ
た
理
解
だ
と
マ
レ
シ
ウ
ス
は
主
張

マ
レ
シ
ウ
ス
に
よ
る
と
、
問
題
の
根
は
思
惟
と
延
長
の
二
元
論

す
る
。
霊
魂
は
つ
ね
に
思
考
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
か
ら
だ
。
デ
カ
ル
ト
の
見
解
は
、
霊
魂
か
ら
居
場
所
を
奪
っ
て
し
ま
う
と
マ
レ
シ
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ウ
ス
は
論
じ
る
。
な
ぜ
な
ら
デ
カ
ル
ト
に
よ
れ
ば
場
所
と
は
延
長
で
あ
り
、
こ
れ
を
思
惟
が
占
拠
す
る
の
は
不
可
能
だ
か
ら
だ
。

76 

こ
の
帰
結
は
神
に
も
及
ぶ
と
マ
レ
シ
ウ
ス
は
い
う
。
二
元
論
を
厳
格
に
理
解
す
る
と
神
は
思
惟
と
な
る
の
で
、
必
然
的
に
場
所
を
失
う
。

そ
の
た
め
遍
在
で
き
な
い
。
そ
こ
で
ウ
イ
テ
イ
キ
ウ
ス
は
力
に
よ
る
遍
在
に
訴
え
た
。
思
惟
は
本
質
的
に
場
所
を
占
め
ら
れ
な
い
が
、
働

き
を
通
じ
て
場
所
と
関
係
は
も
て
る
と
い
う
の
だ
。
そ
れ
を
端
的
に
説
い
た
の
が
ア
レ
オ
パ
ゴ
ス
説
教
と
な
る
。

こ
う
し
て
ウ
イ
テ
イ
キ
ウ
ス
は
、
結
果
的
に
ウ
オ
ル
ス
テ
イ
ウ
ス
と
お
な
じ
主
張
を
す
る
に
い
た
っ
た
。

マ
レ
シ
ウ
ス
は
い
う
。
「
悲

し
む
べ
き
こ
と
に
、
〔
ウ
ォ
ル
ス
テ
イ
ウ
ス
と
〕
お
な
じ
間
違
い
を
今
日
の
神
学
者
た
ち
は
支
持
し
て
い
る
。
キ
リ
ス
ト
教
徒
で
あ
る
よ

【
却
}

り
デ
カ
ル
ト
主
義
者
で
あ
る
こ
と
を
選
ん
で
い
る
者
た
ち
だ
」
。
彼
は
続
け
る
。

だ
が
か
り
に
こ
の
[
『
第
一
コ
リ
ン
ト
』
第
一
二
章
第
六
節
]
言
葉
を
、
パ
ウ
ロ
の
意
図
を
超
え
て
神
の
一
般
的
協
力
(
こ
れ
で
神

は
す
べ
て
を
保
存
し
、
支
配
す
る
)
を
意
味
す
る
も
の
と
し
て
拡
張
す
る
と
し
よ
う
。
ち
ょ
う
ど
「
使
徒
行
伝
』
第
一
七
章
第
二
七

ー
二
人
節
で
使
徒
が
「
実
際
、
神
は
私
た
ち
の
そ
れ
ぞ
れ
か
ら
遠
く
離
れ
て
お
ら
れ
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
神
の
中
で
私
た
ち

は
生
き
、
動
き
、
存
在
し
て
い
る
の
で
す
」
と
い
っ
て
い
る
よ
う
に
。
し
か
し
そ
う
だ
と
し
て
も
協
力
と
万
物
の
保
存
(
保
存
は
ウ
オ

ル
ス
テ
イ
ウ
ス
で
す
ら
認
め
て
い
た
)
は
、
神
的
な
遍
在
の
結
果
で
あ
り
帰
結
で
あ
る
。
遍
在
の
形
相
的
な
根
拠
で
は
な
い
。

万
物
の
う
ち
で
力
を
行
使
す
る
た
め
に
は
、
本
質
の
遍
在
が
先
行
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
順
序
を
デ
カ
ル
ト
主
義
者
は
あ
べ
こ
べ
に

し
て
い
る
と
い
、
つ
の
だ
。

こ
う
し
て
マ
レ
シ
ウ
ス
は
デ
カ
ル
ト
主
義
と
ウ
オ
ル
ス
テ
ィ
ウ
ス
を
結
び
つ
け
た
。
こ
の
結
合
が
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
、
ウ
イ
テ
イ
キ

ウ
ス
に
と
っ
て
明
白
で
あ
っ
た
は
ず
だ
。
す
で
に
マ
レ
シ
ウ
ス
は
一
六
五
一
年
に
出
版
し
た
「
ソ
ッ
ツ
ィ

l

ニ
主
義
の
ヒ
ド
ラ
を
撃
つ
』



岡
達
遺
品
宮
内
s
e
誌
な
さ
目
Hも
輪
車
偏
g
s
(
グ
ロ
1
-

一
ン
ゲ
ン
)
で
、
ウ
オ
ル
ス
テ
ィ
ウ
ス
と
ク
レ
リ
ウ
ス
の
遍
在
理
解
を
受
肉
の
否
定
と
し
て

(n} 

攻
撃
し
て
い
た
。
キ
リ
ス
ト
教
の
根
幹
を
破
壊
す
る
こ
の
異
端
と
デ
カ
ル
ト
の
哲
学
を
マ
レ
シ
ウ
ス
は
重
ね
あ
わ
せ
る
に
い
た
っ
た
の

だ
っ
た
。
危
機
に
お
ち
い
っ
た
ウ
ィ
テ
ィ
キ
ウ
ス
は
弁
明
に
追
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

七

結
論

こ
こ
ま
で
一
六
世
紀
末
か
ら
一
七
世
紀
半
ば
に
か
け
て
の
ア
レ
オ
パ
ゴ
ス
説
教
解
釈
の
一
端
を
検
証
し
て
き
た
。
神
の
超
越
性
を
守
り
、

三
位
一
体
を
否
定
し
よ
う
と
す
る
者
た
ち
は
、
こ
の
説
教
を
自
然
神
学
と
遍
在
の
教
義
か
ら
切
り
離
そ
う
と
し
た
。
お
な
じ
試
み
と
し
て
、

デ
カ
ル
ト
の
哲
学
は
受
け
取
ら
れ
る
。
自
然
か
ら
神
に
い
た
る
道
を
ふ
さ
ぎ
、
神
か
ら
場
所
を
奪
う
か
ら
だ
。
だ
が
場
所
の
剥
奪
は
神
の

子
の
受
肉
を
不
可
能
に
し
て
し
ま
う
。
正
統
派
は
ア
レ
オ
パ
ゴ
ス
説
教
に
依
拠
し
て
対
抗
す
る
。
神
の
中
に
生
き
る
私
た
ち
は
、
手
探
り

で
神
を
探
さ
ね
ば
な
ら
な
い
。

し
か
し
こ
の
戦
略
は
新
哲
学
の
側
に
思
わ
ぬ
武
器
を
提
供
し
て
し
ま
っ
た
。
ホ
ッ
プ
ズ
と
ス
ピ
ノ
ザ
の
言
葉
を
見
て
み
よ
う
。

彼
〔
ホ
ッ
プ
ズ
〕
は
た
し
か
に
神
が
物
体
で
あ
る
こ
と
を
主
張
す
る
。
〔
中
略
〕
「
神
の
中
で
、
わ
れ
わ
れ
は
み
な
存
在
し
、
動
く
」
。

こ
れ
が
使
徒
の
言
葉
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
わ
れ
わ
れ
は
す
べ
て
大
き
さ
〔
量
〕
を
も
っ
。
大
き
さ
の
あ
る
も
の
が
大
き
さ
の
な
い
も

(
お
)

の
の
な
か
に
あ
る
こ
と
が
で
き
る
か
。

私
は
神
お
よ
び
自
然
に
つ
い
て
は
近
代
の
キ
リ
ス
ト
教
徒
た
ち
が
通
常
説
い
て
い
る
見
解
と
は
ま
る
で
異
な
っ
た
見
解
を
抱
い
て
お

り
ま
す
。
す
な
わ
ち
私
は
、
神
が
い
わ
ゆ
る
万
物
の
内
在
的
原
因
で
あ
っ
て
超
越
的
原
因
で
は
な
い
と
見
て
い
ま
す
。
私
は
あ
え
て
、

77 



い
っ
さ
い
が
神
の
中
に
生
き
神
の
中
に
動
い
て
い
る
と
主
張
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
パ
ウ
ロ
も
そ
う
一
言
っ
て
お
り
ま
す
し
、
ま
た
お

(
剖
)

そ
ら
く
す
べ
て
の
古
代
の
哲
学
者
た
ち
も
、
異
な
っ
た
表
現
で
で
は
あ
り
ま
す
が
、
そ
う
言
っ
て
い
る
の
で
す
。

78 

神
と
世
界
と
近
づ
け
た
結
果
、
神
が
物
質
に
な
っ
て
し
ま
う
。
あ
る
い
は
ふ
た
つ
が
同
一
に
な
っ
て
し
ま
う
。
パ
ウ
ロ
が
『
リ
ヴ
ア
イ

ア
サ
ン
』
と
『
エ
チ
カ
』
を
生
ん
で
し
ま
う
の
だ
。
正
統
派
は
困
難
な
立
場
に
置
か
れ
て
い
た
。
神
を
世
界
と
離
し
す
ぎ
で
は
な
ら
な
い
。

ソ
ッ
ツ
ィ

l

ニ
や
デ
カ
ル
ト
に
な
っ
て
し
ま
う
。
し
か
し
近
づ
け
す
ぎ
て
も
い
け
な
い
。
ホ
ッ
プ
ズ
や
ス
ピ
ノ
ザ
に
な
っ
て
し
ま
う
。
超

越
さ
せ
す
ぎ
て
も
内
在
さ
せ
す
ぎ
て
も
い
け
な
い
の
だ
。
こ
の
ジ
レ
ン
マ
を
キ
リ
ス
ト
教
神
学
は
避
け
て
通
れ
な
か
っ
た
。
神
を
世
界
の

外
に
置
き
な
が
ら
、
同
時
に
世
界
の
う
ち
に
歩
か
せ
て
い
た
の
だ
か
ら
。

私
が
行
っ
て
き
た
検
討
は
ま
だ
粗
い
も
の
に
す
ぎ
な
い
。
さ
ら
に
多
く
の
著
作
が
ひ
も
と
か
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
で
も
現
時

点
で
は
っ
き
り
と
浮
か
び
あ
が
っ
て
き
た
点
が
あ
る
。

一
七
世
紀
の
新
哲
学
が
ど
う
受
け
と
め
ら
れ
た
か
は
、
ソ
ツ
ツ
ィ

l

ニ
に
ま
で
さ

か
の
ぼ
る
神
学
上
の
論
争
を
踏
ま
え
な
け
れ
ば
理
解
で
き
な
い
と
い
う
事
実
だ
。

デ
カ
ル
ト
の
懐
疑
は
そ
れ
単
体
で
無
神
論
の
嫌
疑
を
招

い
た
の
で
は
な
い
。
自
然
神
学
の
否
定
を
介
し
て
異
端
と
合
流
す
る
と
み
な
さ
れ
た
か
ら
こ
そ
、
激
し
く
攻
撃
さ
れ
た
の
だ
っ
た
。
二
元

論
は
心
身
問
題
を
引
き
お
こ
す
だ
け
で
な
く
、
神
の
遍
在
の
理
解
を
ゆ
る
が
し
、

ひ
い
て
は
受
肉
の
教
義
を
掘
り
崩
し
、
そ
の
た
め
に
批

判
を
招
い
た
。
ま
た
、
そ
の
際
に
ア
レ
オ
パ
ゴ
ス
説
教
が
議
論
の
焦
点
と
な
っ
て
い
た
こ
と
を
知
ら
な
け
れ
ば
、
ホ
ッ
プ
ズ
と
ス
ピ
ノ
ザ

の
言
葉
が
い
か
に
挑
発
的
に
響
い
た
か
も
き
き
逃
が
し
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。
そ
し
て
お
そ
ら
く
以
上
の
す
べ
て
を
考
慮
し
な
け
れ
ば
、
ラ

イ
プ
ニ
ツ
ツ
の

『
弁
神
論
」は
読
み
解
け
な
い
だ
ろ
う
。
な
る
ほ
ど
ソ
ッ
ツ
ィ
l

ニ
よ
り
続
く
論
争
を
デ
カ
ル
ト
は
意
識
し
て
い
な
か
っ

た
か
も
し
れ
な
い
。

ソ
ッ
ツ
ィ

l

ニ
の
神
は
彼
に
は
知
ら
れ
ざ
る
神
で
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
『
方
法
序
説
』

ゃ
「
省
察
』

に
も
ら
れ
た
哲
学
は
、
ま
さ
に
そ
の
神
の
中
で
、
生
き
、
動
き
、
存
在
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
だ
っ
た
。
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 Opera omnia (Irenopolis, 1656), 1:538b:

“H
inc e

n
i
m
 videtur constare, dei 

consilium fuisse , ut h
o
m
i
n
e
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 per res creatas ad ipsius cognitionem pervenirent, et quasi palpando (sic 

e
n
i
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e
r
b
u
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p
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u
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u
a
m
 sancte vivere, ut ipse praecipit: 

E
u
m
 a
u
t
e
m
 invenire, est 

illum sibi propitium experiri. 
[・・・j

quasi dicat: 
n
o
n
 est dubitandum

, quin is 
sancte viventibus praesto sit, c

u
m
 in 

o
m
n
e
s
 h
o
m
i
n
e
s
 sua 

beneficia conferat: 
h
o
c
 e
n
i
m
 ipsum

, q
u
o
d
 et vivim

us, et m
ovem

ur, et s
u
m
u
s
 ab ipso o

m
n
e
s
 habemus." 

C:::::> 
Francis T

urretin, Institutio 
theologiae elencticae 

[...j 
pars prior (G

enève, 1679), 205--6, trans. G
e
o
r
g
e
 M
u
s
g
r
a
v
e
 Giger in Institutes 01 

Elenctic Theology, vol. 
1
 (phillipsburg: P

 &
 R

 Publishing, 1992), 197. 

(
出
)

C
o
n
r
a
d
 V

orstius, Apologetica exegesis
α

..eiden
， 1611), 78. 

(
口
)

V
orstius, Apologetica exegesis, 85:

“
危
üe

o
m
n
i
a
 illud plerique urgent, q

u
o
d
 negata, vel in d

u
b
i
u
m
 voca匂，

o
m
n
i
m
o
d
a
 illa 

essentiae divinae 

immensitate (qualis n
i
m
i
r
u
m
 in 

scholis vulgo
仕
adi加

r)
eti創

n
vera et aeterna Christi 

div初
itas，

sive vera ó
μ
0
0加

\(1
c
u
m
 p
a仕

e
，
et 

spiri加

鈍
ncto

o
m
n
i
n
o
 negari, vel in d

u
b
i
u
m
 vocari videatur. q

u
u
m
 fieri n

o
n
 possit, ut C

hristus, quatenus h
o
m
o
 est, olim in terris am

bulans, ipsam 

deitatis essentiam in 
se ipso m

a
n
e
n
t
e
m
 habuerit , si 

illa 
t
a
n
t
u
m
 coelo b

e
a
t
o
r
u
m
 contineatur, nec essentialiter in 

coelo simul et 
terra 

praesens fit et c." 

(
ヨ
)

V
orstius, Apologetica exegesis, 88. 

(出)
Johannes C

rellius, Liber de deo et 
eius attributis 

(R
aków

, 1630),277 =
 Opera o

m
舟
ia

(Irenopolis, 1656), 4:92b:
“E

jus a
u
t
e
m
 essentiam in 

quovis pulvisculo atque a
t
o
m
o
 totam latere , ac in locis quibusvis spurcissimis n

o
n
 m

inus, q
u
a
m
 in 

augustissimo c
o
e
l
o
r
u
m
 domicilio 

extare , et porro obscoenissimis etiam atque impurissimis actionibus plane m
e
d
i
a
m
 intervenire, et c

u
m
 iis 

rebus intime jun乱
a
quibus vel 

cogitatio abhorret; id 
d
e
 d
e
o
 sanctissimo atque augustissimo o

m
n
i
n
o
 sentiendum esse, et sine certissima salutis jactura ignor訂

i
n
o
n
 

posse, n
o
n
d
u
m
 e
x
 sacris literis discere potuimus." 

(;e) 
C

rellius, D
e
 deo, 276

-77 =
 Opera, 92a:

“D
e hac denique praesentia divina, quae divina ipsius virtute ac providentia continetur, loquitur et 

Paulus
泊

Actis
，
c
u
m
 ait: 

D
e
u
m
 non longe esse ab 

u
却
o
q
u
o
q
u
e
舟
ostrum.

In ipso enim
, inquit, vivim

us, et 
m
o
v
e
m
u
円

et
sumus. 

Ii目
争
50

a
u
t
e
m
 

i
d
e
m
 est h

o
c
 loco, q

u
o
d
 per ipsum

, seu ipsius efficacia, cura, providentia." 

C
コ

。
。



(
口
)
ウ
イ
テ
イ
キ
ウ
ス
の
哲
学
の
詳
細
な
分
析
は
、
近
刊
の
加
藤
喜
之
「
ス
キ
ャ
ン
ダ
ラ
ス
な
神
の
概
念
|
|
ス
ピ
ノ
ザ
と
ネl
デ
ル
ラ
ン
ド
の
神
学
者
た
ち
』

を
見
よ
。

(
時
)
よ
り
詳
し
く
は
、
坂
本
邦
暢
「
デ
カ
ル
ト
を
読
む
フ
ッ
サ

l

ル
|
|
コ
ギ
ト
、
場
所
、
時
間
」
河
本
英
夫
、
稲
垣
諭
編
『
現
象
学
の
パ

l

ス
ペ
ク
テ
イ
ヴ
』

晃
洋
書
房
、
二

O

一
七
年
、
三
一
一
一
|
四
九
ペ
ー
ジ
の
四
十
|
四
三
ペ
ー
ジ
を
見
よ
。

(
m
m
)
P
E。
害
者
E
n

一V
-
E
-昌ミ
色
、
之
島
町SS
宕
庄
市
P
H
S
C
L
a
-

(
却)
ω
R
E
a
冨
R
g
E
p
b
E
H
F
察
官
、
』
w
a
g
e
p
宮
崎
R
V
R
丹
市
曲
目
宮
田
市
(
の
『
ロ
邑
田
岡

g
L
S
3
・s
・

(
幻
)
冨
号
帽
包
5
・
b
E
H
守
智
朗
宮
・
印
印
一
定
ω

骨
肉Z
E
E
2
4
四
号
曲
一
E
Z
国
司
阿
同
g

内
庁
ユ
国
ロ
胃
曲
目
匂
由
吉
田
忠
告
白
自
白
血
岡
市
ロ
雪
国
品
市
自
円
四
冊
目
n
S
2
3
民
国
・
直
z
o
o
s
回
目
世
円
。
ロ
曲
巾
ヨ
回
件
。
同

『
舟
事
官
。
巳
骨
二
〈H
F
N
-
N
∞
・
品
目
§
8
0
E
E
品
巾

E

吉
田
3
2
-
2
8
ち

E
C
宮
o
a
Z
2
0
田
町
5
・
宮
色
町
官
。
号
5
5
2
5
5
E
『
巾
Z
E
E
-
田
仲
間

S
B
E
n
-
ロ
2
3
5
Z
B
宮
市
n
o
ロ
閣
内
ヨ
邑
0
0
自
民
E
R
s
z
R
国
市
長
5
5
3
E
国
お
き
開
門
喜
界
宮
E
田
町
凹
仲
良
司
n
宮
田
市
Z
C
口
忠
告
自
由
戸
E
S
E
-
E
民
国
品
目
乱
E
P

宮

s
a
g
同O
B

長
田
B
R
O
-
-

(
辺
)
冨
自
・
2
z
p
同
い
官
民
可

6
H叫
色
町
民
ミ
§
叫
陶
芸
同
名
高
謡
曲
芯
{
・
:
]
同
色
遣
号
、
3
.
s
s
(
の
『
ロ
ロ
宮
間

g

・H
A
山
町
0
・8
0
・

(
お
)
ホ
ッ
プ
ズ
『
リ
ヴ
ア
イ
ア
サ
ン
』
水
田
洋
訳
、
岩
波
文
庫
、
第
四
巻
、
一
九
八
五
年
、
三
一
七
ペ
ー
ジ
。

(
M
)
ス
ピ
ノ
ザ
、
一
六
七
五
年
十
一
月
ま
た
は
十
二
月
付
け
の
オ
ル
デ
ン
プ
ル
ク
宛
書
簡
、
畠
中
尚
志
訳
『
ス
ピ
ノ
ザ
往
復
書
簡
集
』
岩
波
文
庫
、
一
九
五
八
年
、

三
二
五
ペ
ー
ジ
。
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