
1

は
じ
め
に

　
ヨ
ア
ン
・
Ｐ
・
ク
リ
ア
ー
ノ
は
、
ど
う
や
ら
、
い
わ
ゆ
る
「
ド
イ
ツ
宗
教
史
学
派

R
eligion

sgesch
ich

tlich
e S

ch
u

le
」1
が
嫌
い
な
よ
う
で
あ
る
。
嫌
悪
し
て
い
る
、
と

す
ら
言
っ
て
い
い
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
、
こ
の
よ
う
な
感
情
的
な
表
現
は
、
と
り
あ

え
ず
学
問
的
と
呼
ば
れ
る/

呼
ば
れ
た
い
探
究
に
は
相
応
し
く
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
し

か
し
、
結
論
を
先
取
り
す
れ
ば
、
こ
の
「
ド
イ
ツ
宗
教
史
学
派
」
に
対
す
る
悪
感
情
は
、

若
く
し
て
不
慮
の
死
を
遂
げ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
ク
リ
ア
ー
ノ
が
残
し
た
多
く
の
業
績

の
本
質
を
知
る
上
で
、
重
要
な
フ
ァ
ク
タ
ー
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
ク
リ
ア
ー
ノ
の
「
ド

イ
ツ
宗
教
史
学
派
」
に
対
す
る
こ
の
特
別
な
感
情
が
、
彼
の
学
問
と
い
っ
た
い
ど
の
よ

う
に
関
係
し
て
い
る
の
か
、
あ
る
い
は
、
彼
の
学
問
に
お
け
る
こ
の
い
わ
ば
主
観
的
要

因
を
、
彼
の
宗
教
研
究
の
な
か
に
逆
に
ど
の
よ
う
に
客
観
的
に
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で

き
る
の
か
、
と
い
っ
た
問
い
に
答
え
て
い
く
こ
と
が
、
本
稿
を
端
緒
と
し
て
始
め
ら
れ

る
わ
た
し
自
身
の
ク
リ
ア
ー
ノ
研
究
の
目
標
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。

　
ク
リ
ア
ー
ノ
に
よ
る
宗
教
の
学
問
的
研
究
は
、
彼
が
早
く
別
の
世
界
へ
旅
立
っ
た2
こ

と
に
よ
っ
て
、
ひ
と
つ
の
体
系
を
な
す
と
い
っ
た
段
階
に
ま
で
到
達
し
て
い
た
と
は
い

い
が
た
い
。
し
か
し
、
彼
に
は
い
く
つ
か
の
大
き
な
研
究
テ
ー
マ
が
あ
り
、
そ
れ
は
例

え
ば
グ
ノ
ー
シ
ス
主
義
で
あ
り
、
マ
ル
シ
リ
オ
・
フ
ィ
チ
ー
ノ
〔m

arsilio F
icin

o,
1433-1499

〕
や
ジ
ョ
ル
ダ
ー
ノ
・
ブ
ル
ー
ノ
〔G

iordan
o B

ru
n

o, 1548-1600

〕
な

ど
を
中
心
と
す
る
ル
ネ
サ
ン
ス
期
の
思
想
的
問
題
で
あ
っ
た
こ
と
が
、
生
前
に
公
刊
さ

れ
た
彼
の
著
作3

か
ら
う
か
が
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
視
点
を
か
え
る
な
ら
ば
、

そ
れ
ら
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
宗
教
思
想
史
上
の
い
わ
ば
裏
面
と
で
も
い
う
べ
き
、
キ
リ
ス

ト
教
成
立
前
後
か
ら
近
現
代4

に
い
た
る
ま
で
の
、
キ
リ
ス
ト
教
側
か
ら
見
た
異
端
思
想

― 

し
か
し
、
お
そ
ら
く
ク
リ
ア
ー
ノ
そ
の
人
か
ら
見
れ
ば
ま
さ
し
く
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
宗
教

思
想
の
底
流
、
否
、
本
流
と
も
言
う
べ
き
も
の
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か 

― 

の
系
譜
の
研

究
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い

5

。
そ
れ
ら
の
研
究
の
一
つ
一
つ

が
、
既
存
の
諸
学
説
に
対
し
て
独
自
の
視
点
を
打
ち
出
し
、
と
き
に
挑
戦
的
・
挑
発
的

で
す
ら
あ
る
と
い
う
こ
と
が
、
ク
リ
ア
ー
ノ
の
学
問
、
な
い
し
そ
の
著
述
ス
タ
イ
ル
の

大
き
な
、
そ
し
て
こ
う
い
っ
て
よ
け
れ
ば
ス
リ
リ
ン
グ
な
特
徴
と
な
っ
て
い
る6

。

本
稿
と
の
関
連
で
主
に
と
り
あ
げ
る
こ
と
に
な
る
彼
の
著
作
は
、T

h
e T

ree of
G

n
osis: G

n
ostic M

yth
ology from

 E
arly C

h
ristian

ity to M
odern

 N
ih

ilism

(S
an

 F
ran

cisco: H
arperC

ollin
s, 1992) 7

と
、
自
身
の
博
士
論
文
を
書
き
直
し
た

P
sych

an
odia I: A

 S
u

rvey of th
e E

viden
ce C

on
cern

in
g th

e A
scen

sion
 of

th
e S

ou
l an

d Its R
elevan

ce  (L
eiden

; J.E
.B

rill, 1983)

で
あ
る
が
、
後
者
は
索

引
を
入
れ
て
も8

0

頁
あ
ま
り
の
小
著
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
そ
の
な
か
に

は
、
萌
芽
的
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
す
で
に
、
後
の
ク
リ
ア
ー
ノ
の
研
究
の
展
開
を
予

測
さ
せ
る
に
た
る
重
要
な
論
点
が
い
く
つ
も
含
ま
れ
て
い
る
。
今
回
は
、
そ
う
い
っ
た

彼
の
研
究
に
お
け
る
生
涯
の
モ
チ
ー
フ
の
な
か
か
ら
「
ク
リ
ア
ー
ノ
は
ド
イ
ツ
宗
教
史

学
派
が
嫌
い
だ
」
と
い
う
、
い
さ
さ
か
学
問
ら
し
か
ら
ぬ
テ
ー
マ
を
論
じ
よ
う
と
し
て

い
る
わ
け
で
あ
る
が
、
し
か
し
、
私
と
し
て
は
こ
の
表
現
が
さ
し
あ
た
り
も
っ
と
も
適

切
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
私
が
こ
の
よ
う
な
表
題
を
掲
げ
た
理
由
が
、
い
か
ほ
ど
か

説
得
的
に
理
解
さ
れ
れ
ば
、
本
稿
の
目
論
見
は
さ
ら
に
達
せ
ら
れ
た
こ
と
に
な
る
。

と
も
あ
れ
、
こ
の
表
現
を
い
ま
少
し
学
問
的
に
書
き
改
め
る
な
ら
ば
、
ク
リ
ア
ー
ノ

は
、
ド
イ
ツ
宗
教
史
学
派
の
諸
仮
説
に
対
し
て
批
判
的
で
あ
っ
た
、
と
い
う
よ
り
も
、
そ

                     I

・P

・
ク
リ
ア
ー
ノ
は
ド
イ
ツ
宗
教
史
学
派
が
な
ぜ
嫌
い
な
の
か

佐
々
木
啓
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の
根
本
的
な
探
究
姿
勢
を
批
判
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
の
だ
、
と
言
っ
て
い
い
だ
ろ
う
。

本
稿
で
は
、
後
者
の
そ
う
い
っ
た
ク
リ
ア
ー
ノ
の
宗
教
研
究
に
お
け
る
い
く
ぶ
ん
特
異

な
方
向
性
に
つ
い
て
は
、
予
告
的
に
示
す
こ
と
し
か
で
き
な
い
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、
ド

イ
ツ
宗
教
史
学
派
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
宗
教
の
研
究
方
法
は
、
ク
リ
ア
ー
ノ
に
と
っ
て

は
お
そ
ら
く
許
し
が
た
く
根
本
的
な
誤
り
に
思
わ
れ
た
の
で
あ
る8

。

1

ク
リ
ア
ー
ノ
の
ド
イ
ツ
宗
教
史
学
派
に
対
す
る
嫌
悪

わ
た
し
が
、
こ
の
ク
リ
ア
ー
ノ
の
ド
イ
ツ
宗
教
史
学
派
に
対
す
る
嫌
悪
を
最
初
に
感

じ
と
っ
た
の
は
、
彼
の
著
作T

h
e T

ree of G
n

osis

に
お
い
て
で
あ
っ
た
。
わ
た
し
が

そ
れ
を
「
嫌
悪
」
と
呼
ぶ
理
由
を
理
解
し
て
い
た
だ
く
た
め
に
も
、
こ
の
著
作
の
な
か

か
ら
い
く
つ
か
関
連
箇
所
を
訳
出
し
な
が
ら
論
を
進
め
て
み
よ
う
。
例
え
ば
こ
の
よ
う

な
具
合
で
あ
る
。

「
こ
ん
に
ち
そ
れ
ら
〔
ド
イ
ツ
宗
教
史
学
派
の
考
え
〕
は
、
今
世
紀
の
も
っ
と
も
大
規

模
に
組
織
さ
れ
た
、
ま
た
も
っ
と
も
学
問
的
に
賞
賛
さ
れ
た
学
者
た
ち
に
よ
る
重
大
な

誤
り
〔blu

n
ders

〕、
ド
イ
ツ
哲
学
と
〔
ド
イ
ツ
人
な
い
し
ド
イ
ツ
の
学
問
の
〕
評
判
高

いG
rü

n
dlich

keit

（
徹
底
さ
）
と
い
う
強
力
な
道
具
に
裏
打
ち
さ
れ
た
重
大
な
誤
り
で

あ
る
よ
う
に
み
え
る
」9

。

ク
リ
ア
ー
ノ
が
こ
こ
で
手
厳
し
く
批
判
し
て
い
る
「
重
大
な
誤
り
」
と
は
何
か
と
い

え
ば
、
リ
ヒ
ャ
ル
ト
・
ラ
イ
ツ
ェ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
〔R

ich
ard R

eizen
stein

, 1861-
1931

〕
の1921

年
の
著
作D

as iran
isch

e E
rlösu

n
gsm

ysteriu
m

（B
on

n
, 1921

）

に
代
表
さ
れ
る
よ
う
な
、
い
わ
ゆ
る
「
二
元
論
」
の
「
イ
ラ
ン
起
源
説
」
の
こ
と
で
あ

る10

。
そ
れ
は
、
キ
リ
ス
ト
教
や
グ
ノ
ー
シ
ス
主
義
の
起
源
の
み
な
ら
ず
、
古
代
プ
ラ
ト

ン
主
義
の
起
源
ま
で
も
古
代
ペ
ル
シ
ャ
に
設
定
し
て
し
ま
う
よ
う
な
「
あ
る
種
の
神
秘

的
仮
説
」11

で
あ
る
、と
ク
リ
ア
ー
ノ
は
揶
揄
す
る
。
そ
う
い
っ
た
考
え
の
誤
り
は
、1960

年
代
の
は
じ
め
に
カ
ル
ス
テ
ン
・
コ
ル
ペ
〔C

arsten
 C

olpe, 1929-

〕
に
よ
っ
て
白

日
の
も
と
に
さ
ら
さ
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、「
こ
の
ド
イ
ツ
の
学
派
の
考
え
に
は
、
依

然
と
し
て
現
代
の
学
界
に
不
気
味
に
立
ち
は
だ
か
っ
て
い
る
〔loom

 large

〕
も
の
が

あ
る
」1

2

。

こ
れ
ら
の
引
用
に
は
、
た
ん
に
誤
っ
た
学
説
へ
の
批
判
と
い
う
以
上
の
ト
ー
ン
が
感

じ
ら
れ
る
。

こ
こ
で
言
わ
れ
て
い
る
「
現
代
の
学
界
に
不
気
味
に
立
ち
は
だ
か
っ
て
い
る
」
ド
イ

ツ
宗
教
史
学
派
の
影
の
よ
う
な
も
の
と
は
、
例
え
ば
グ
ノ
ー
シ
ス
主
義
の
起
源
を
め
ぐ

る
問
題
で
あ
る13

。
そ
れ
は
、
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
・
ア
ン
ツ
〔W

ilh
elm

 A
n

z, 

未
詳
〕
や

同
じ
く
ド
イ
ツ
宗
教
史
学
派
の
雄
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
・
ブ
セ
ッ
ト
〔W

ilh
elm

 B
ou

sset,
1865-1920

〕に
よ
っ
て
主
張
さ
れ
た
グ
ノ
ー
シ
ス
主
義
的
二
元
論
の
イ
ラ
ン
起
源
説
か

ら
始
ま
る14

。
こ
の
説
は
、
主
に
ド
イ
ツ
の
偉
大
な
学
者
た
ち
の
支
持
を
え
て
「
学
界
の

ド
グ
マ
」
と
な
り
、「
も
っ
と
も
な
こ
と
だ
が
、
そ
れ
は
、
汚
染
し
た
と
は
言
わ
な
い
が
、

長
い
間
す
べ
て
の
比
較
研
究
に
影
響
を
与
え
、
一
九
七
〇
年
代
に
再
版
さ
れ
た
彼
ら
ド

イ
ツ
宗
教
史
学
派
の
諸
著
作
を
購
入
し
た
い
く
つ
か
の
公
共
図
書
館
で
彼
ら
の
怪
物
じ

み
た
著
作
に
出
く
わ
し
た
好
事
家
た
ち
に
よ
っ
て
、
手
っ
取
り
早
く
整
理
さ
れ
た
情
報

が
必
要
な
た
め
に
ま
と
め
ら
れ
た
教
科
書
や
論
文
の
な
か
で
、
依
然
と
し
て
再
生
産
さ

れ
て
い
る
」1

5

。

そ
う
は
言
っ
て
も
、
彼
ら
ド
イ
ツ
宗
教
史
学
派
の
議
論
は
、
第
二
次
世
界
大
戦
後
は
、

先
に
言
及
し
た
コ
ル
ペ
を
は
じ
め
だ
い
た
い
は
他
の
ド
イ
ツ
の
学
者
た
ち
に
よ
っ
て
、

論
破
さ
れ
て
き
て
い
る
。「
二
元
論
に
か
ん
し
て
い
え
ば
、
次
第
に
明
ら
か
に
な
っ
た
の

は
、
ゾ
ロ
ア
ス
タ
ー
教
の
二
元
論
は
世
界
に
対
し
て
親
和
的
（procosm

ic

）
で
あ
り
、

見
た
と
こ
ろ
反
世
界
的
（an

ticosm
ic

）
な
グ
ノ
ー
シ
ス
主
義
的
二
元
論
を
ほ
と
ん
ど

説
明
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
；
そ
し
て
、
ズ
ル
ワ
ー
ン
教
の
二
元
論
は
、
善
神

オ
ー
ル
マ
ズ
ド
の
知
性
を
低
く
見
る
の
で
あ
る
が
、
グ
ノ
ー
シ
ス
主
義
の
起
源
と
す
る

に
は
あ
ま
り
に
遅
い
成
立
で
あ
る
」16

。
か
く
し
て
、
グ
ノ
ー
シ
ス
主
義
の
最
近
の
発
生

論
は
、
イ
ラ
ン
を
離
れ
て
、
ギ
リ
シ
ャ
や
、
サ
マ
リ
ア
、
あ
る
い
は
ユ
ダ
ヤ
教
そ
の
も

の
へ
と
向
か
う
の
で
あ
る17

。

学
説
史
の
議
論
で
あ
る
な
ら
ば
、
こ
れ
で
済
む
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
に
終

わ
ら
な
い
と
い
う
判
断
が
、
私
が
本
稿
に
く
だ
ん
の
主
情
的
な
題
目
を
つ
け
た
所
以
で

あ
る
。
古
い
学
説
の
誤
り
が
た
だ
さ
れ
た
か
ら
そ
れ
で
よ
し
と
い
う
よ
う
な
話
で
は
な

い
よ
う
で
あ
る
。
ク
リ
ア
ー
ノ
の
言
い
た
い
こ
と
は
む
し
ろ
別
な
と
こ
ろ
に
あ
る
の
で

は
な
い
か
。
こ
の
い
さ
さ
か
皮
肉
が
き
つ
い
彼
の
口
吻
に
も
う
少
し
こ
だ
わ
っ
て
み
よ
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う
。ク

リ
ア
ー
ノ
は
さ
ら
に
辛
ら
つ
に
指
摘
し
て
い
る
。
彼
に
よ
れ
ば
、20

世
紀
前
半
の

グ
ノ
ー
シ
ス
主
義
研
究
を
支
配
し
て
き
た
の
は
、
す
で
に
言
及
し
た
そ
の
「
起
源
」
の

探
究
と
、
も
う
一
つ
は
、
多
種
多
様
な
グ
ノ
ー
シ
ス
主
義
的
文
書/

集
団
の
「
分
類
」
で

あ
っ
た
と
さ
れ
る
の
だ
が
、「
ド
イ
ツ
宗
教
史
学
派
は
グ
ノ
ー
シ
ス
主
義
（
そ
し
て
そ
の

ほ
か
の
も
の
）
の
「
諸
起
源
」
に
か
ん
す
る
徹
底
し
た
仮
説
と
そ
れ
ら
の
入
念
な
分
類

を
供
給
し
た
」18

。
し
か
し
、
ク
リ
ア
ー
ノ
に
言
わ
せ
れ
ば
、
そ
れ
は
「
無
益
な
ま
で
に

記
念
碑
的
な
」19

労
作
な
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
仮
説
に
も
と
づ
い
て
グ
ノ
ー
シ
ス
主

義
の
発
生
論
は
分
類
か
ら
推
論
さ
れ
、
ま
た
、
分
類
は
発
生
論
か
ら
説
明
さ
れ
て
き
た

の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
ん
に
ち
で
は
、
そ
の
よ
う
な
や
り
方
は
、「
研
究
者
自
身
が
一

人
の
「
グ
ノ
ー
シ
ス
主
義
者
」
に
な
る
の
で
な
け
れ
ば
、
す
な
わ
ち
、
自
分
た
ち
が
〔
さ

ま
ざ
ま
な
グ
ノ
ー
シ
ス
主
義
〕
体
系
間
の
つ
な
が
り
を
感
知
で
き
る
よ
う
に
な
る
、
し

か
も
そ
う
い
っ
た
つ
な
が
り
が
実
際
の
グ
ノ
ー
シ
ス
主
義
集
団
に
つ
い
て
の
情
報
を
生

み
出
す
よ
う
な
仕
方
で
感
知
で
き
る
よ
う
に
な
る
、
秘
密
の
知
識
を
保
持
し
て
い
る
と

主
張
す
る
の
で
な
け
れ
ば
」20

根
拠
づ
け
ら
れ
な
い
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
う
い
っ
た

「
グ
ノ
ー
シ
ス
主
義
の
グ
ノ
ー
シ
ス
主
義
的
研
究
者
」
た
ち
が
た
く
さ
ん
存
在
し
て
い
る

こ
と
は
疑
い
な
い
」21

と
ク
リ
ア
ー
ノ
は
断
言
す
る
。

あ
り
て
い
に
言
え
ば
、
ド
イ
ツ
宗
教
史
学
派
に
よ
っ
て
こ
ん
に
ち
の
研
究
に
至
る
ま

で
道
が
と
と
の
え
ら
れ
た
グ
ノ
ー
シ
ス
主
義
の
「
起
源
」
や
「
分
類
」
の
探
究
は
、
そ

の
方
法
に
お
い
て
誤
っ
て
い
る
、
も
う
少
し
わ
か
り
や
す
く
言
え
ば
、
循
環
し
て
い
る

と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。
こ
う
い
っ
た
ド
イ
ツ
宗
教
史
学
派
以
来
の
グ
ノ
ー
シ
ス
主

義
研
究
の
グ
ノ
ー
シ
ス
主
義
化
に
つ
い
て
は
、
ま
さ
し
く
そ
れ
ら
研
究
史
の
細
部
に
立

ち
入
っ
た
研
究
、
あ
る
い
は
原
典
や
研
究
書
の
微
に
入
り
細
を
う
が
っ
た
文
献
学
的
精

査
が
必
要
な
の
だ
、
と
そ
の
筋
か
ら
諭
さ
れ
そ
う
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
う
い
っ
た
作
業

は
、
な
に
し
ろ
そ
の
対
象
が
「
記
念
碑
的
」
に
「
怪
物
じ
み
た
」
規
模
で
あ
る
の
で
、
容

易
な
も
の
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
よ
う
な
作
業
は
他
日
を
期
す
、
な
ど
と
修

辞
的
に
逃
げ
を
う
つ
の
で
は
な
く
、
ま
さ
し
く
そ
の
よ
う
な
作
業
こ
そ
「
無
益
」
で
不

毛
な
の
だ
と
、
ク
リ
ア
ー
ノ
は
言
い
た
い
の
で
あ
る
。

こ
れ
が
深
読
み
で
な
い
証
拠
と
し
て
、
ク
リ
ア
ー
ノ
が
続
け
て
行
な
う
ド
イ
ツ
宗
教

史
学
派
に
た
い
す
る
「
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
批
判
」
に
注
目
す
る
必
要
が
あ
る
。

ク
リ
ア
ー
ノ
が
言
う
に
は
、「
グ
ノ
ー
シ
ス
主
義
の
起
源
に
か
ん
す
る
主
要
な
仮
説
を

素
描
す
る
さ
い
に
は
、
最
初
か
ら
、
そ
れ
ら
の
仮
説
す
べ
て
が
、
グ
ノ
ー
シ
ス
主
義
そ

の
も
の
な
ど
で
は
な
く
グ
ノ
ー
シ
ス
主
義
研
究
者
の
世
界
〔
の
み
〕
に
か
か
わ
る
暗
に

隠
さ
れ
た
仮
定
に
基
づ
い
て
い
る
こ
と
を
見
極
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」22

の
で
あ
る
。

ク
リ
ア
ー
ノ
は
、
政
治
史
の
領
域
で
ク
ェ
ン
テ
ィ
ン
・
ス
キ
ナ
ー
が
用
い
た
表
現
を
援

用
し
な
が
ら
、
グ
ノ
ー
シ
ス
主
義
研
究
者
た
ち
の
世
界
に
は
彼
ら
自
身
の
「
歴
史
の
神

話
論
」23

が
あ
る
と
断
じ
る
。「「
歴
史
の
神
話
論
〔m

yth
ologies of h

istory

〕」
を
扱

う
も
の
は
だ
れ
で
も
、
そ
れ
が
提
出
す
る
客
観
性
の
幻
想
を
無
条
件
に
信
頼
す
べ
き
で

は
な
い
の
で
あ
り
、
あ
た
う
る
か
ぎ
りIdeologiek

ritik

（
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
批
判
）
の

道
具
を
駆
使
し
て
、
現
わ
れ
た
仮
定
を
信
じ
る
〈
前
に
〉
隠
さ
れ
た
仮
定
を
暴
露
す
べ

き
な
の
で
あ
る
。
前
者
は
後
者
に
従
属
し
て
お
り
、
実
際
に
は
そ
れ
に
矛
盾
し
て
い
る

か
も
し
れ
な
い
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
〔
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
批
判
の
〕
操
作
は
、〈
覆
わ

れ
た
仮
定
は
現
わ
れ
た
仮
定
に
先
立
っ
て
お
り
、
階
層
的
に
上
位
の
も
の
で
あ
る
〉、
と

い
う
原
理
を
決
し
て
わ
す
れ
な
い
も
の
な
の
で
あ
る
」24

。

も
は
や
は
っ
き
り
言
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
ド
イ
ツ
宗
教
史
学
派
の
「
隠
さ
れ
た/

覆
わ

れ
た
仮
定
」
と
い
う
の
は
、
ナ
チ
に
通
じ
る
ア
ー
リ
ア
民
族
中
心
主
義
の
こ
と
で
あ
る
。

「19

世
紀
か
ら20

世
紀
へ
の
か
わ
り
め
、
ワ
イ
マ
ー
ル
共
和
国
の
時
期
に
、
ド
イ
ツ
の

歴
史
家
た
ち
の
一
団
は
彼
ら
の
先
達
た
ち
の
「
歴
史
の
神
話
論
」
を
暴
く
こ
と
に
成
功

し
た
。〔
し
か
し
〕
は
っ
き
り
言
え
ば
、
彼
ら
ド
イ
ツ
宗
教
史
学
派
の
隠
さ
れ
た
願
望
は
、

ヘ
レ
ニ
ズ
ム
・
ユ
ダ
ヤ
教
、
グ
ノ
ー
シ
ス
主
義
、〈
そ
し
て
〉
そ
れ
ら
同
根
の
も
の
の
托

尾
と
し
て
の
キ
リ
ス
ト
教
に
つ
い
て
、〈
西
洋
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
や
制
度
の
東
方
起
源
〉

を
示
そ
う
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
の
だ
と
確
認
し
て
よ
い
だ
ろ
う
。
西
洋
思
想
史
の

「
源
流
」
の
役
を
果
た
す
候
補
は
、
も
っ
と
も
あ
り
そ
う
も
な
く
、
ま
た
も
っ
と
も
理
解

さ
れ
が
た
い
も
の
、
そ
れ
ゆ
え
、
ど
う
に
で
も
扱
う
こ
と
が
容
易
な
も
の
；
す
な
わ
ち
、

イ
ラ
ン
の
宗
教
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
」25

。

な
ぜ
、
彼
ら
宗
教
史
学
派
に
属
す
る
優
れ
た
学
者
た
ち
が
、
か
く
も
「
あ
り
そ
う
も

な
く
」、「
理
解
さ
れ
が
た
い
」、「
ど
う
に
で
も
扱
う
こ
と
が
容
易
な
」
仮
説
の
論
証
に

や
っ
き
に
な
っ
た
の
だ
ろ
う
か
？
ク
リ
ア
ー
ノ
の
行
間
を
補
う
な
ら
ば
、
そ
れ
は
西
洋
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文
化
の
源
流
を
な
ん
と
か
し
て
ユ
ダ
ヤ
か
ら
引
き
離
す
た
め
、
グ
ノ
ー
シ
ス
（
主
義
）
の

「
起
源
」
を
さ
ら
に
東
方
（
イ
ラ
ン
）
へ
と
運
び
、
ほ
か
な
ら
ぬ
キ
リ
ス
ト
教
す
ら
で
き

る
だ
け
ユ
ダ
ヤ
か
ら
引
き
離
そ
う
と
し
た
た
め
で
あ
る

26

、
と
な
る
だ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
な
「
階
層
的
に
上
位
の
」「
隠
さ
れ
た/

覆
わ
れ
た
仮
定
」
に
支
配
さ
れ
た

ド
イ
ツ
宗
教
史
学
派
の
研
究
の
帰
結
と
、
そ
れ
ら
の
帰
結
の
現
在
ま
で
残
存
す
る
影
響

に
よ
っ
て
、
二
元
論
に
せ
よ
、
グ
ノ
ー
シ
ス
（
主
義
）
に
せ
よ
、
多
く
の
宗
教
表
象
、
宗

教
思
想
の
「
起
源
」
の
探
究
が
迷
走
し
続
け
て
い
る
、
と
い
う
と
こ
ろ
に
ク
リ
ア
ー
ノ

の
抑
え
が
た
い
義
憤
が
あ
る
よ
う
だ
。

「「
客
観
性
」
に
よ
っ
て
精
力
的
に
動
機
付
け
ら
れ
た
こ
の
〔
い
わ
ゆ
る
「
グ
ノ
ー
シ

ス
主
義
」
ま
で
も
含
め
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
西
洋
思
想
・
西
洋
宗
教
思
想
の
源
流
を
非
ユ

ダ
ヤ
化
し
よ
う
と
い
う
〕
隠
さ
れ
た
選
択
の
帰
結
に
つ
い
て
は
、
と
め
ど
な
く
思
い
を

め
ぐ
ら
す
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
確
実
と
は
い
え
な
い
が
可
能
性
が
あ
る

こ
と
と
し
て
、
ド
イ
ツ
宗
教
史
学
派
の
研
究
者
た
ち
の
な
か
に
、
二
〇
世
紀
初
頭
の

V
ölk

isch
e B

ew
egu

n
g

す
な
わ
ち
民
族
主
義
運
動
に
よ
っ
て
顕
在
化
し
、
後
に
ナ
チ

ス
に
よ
っ
て
支
持
さ
れ
た
多
く
の
前
提
を
す
で
に
共
有
し
て
い
た
者
が
い
た
の
で
は
な

い
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
に
し
て
ド
イ
ツ
宗
教
史
学
派
は
、「
ア
ー
リ
ア

人
イ
エ
ス
」、
つ
ま
り
反
ユ
ダ
ヤ
的
な
イ
エ
ス
を
主
張
す
る
土
壌
を
準
備
し
て
い
た
の
で

あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
時
代
の
何
人
か
の
偉
大
な
研
究
者
た
ち
－
ま
っ
さ
き
に
、
ナ
チ

ス
の
シ
ン
パ
で
あ
る
と
か
反
ユ
ダ
ヤ
主
義
で
あ
る
な
ど
と
い
う
嫌
疑
を
か
け
る
こ
と
な

ど
お
よ
そ
で
き
な
い
ル
ド
ル
フ
・
ブ
ル
ト
マ
ン
そ
の
人
す
ら
－
も
、
尊
敬
す
べ
き
同
僚

た
ち
に
よ
っ
て
も
の
さ
れ
た
労
作
の
「
客
観
的
」
な
見
せ
か
け
に
篭
絡
さ
れ
て
、
さ
ら

に
そ
れ
ら
に
権
威
あ
る
支
持
を
与
え
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
」27

。

ド
イ
ツ
宗
教
史
学
派
の
こ
う
い
っ
た
思
想
史
上
の
捉
え
方
が
正
し
い
も
の
で
あ
る
か

否
か
は
、
別
途
慎
重
に
検
討
さ
れ
る
べ
き
問
題
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
れ
は
本
稿
の

主
題
の
範
囲
を
超
え
る
事
柄
で
あ
る
の
で
、
こ
こ
で
は
追
究
し
な
い28

。
こ
こ
で
行
な
う

べ
き
こ
と
は
む
し
ろ
、
ク
リ
ア
ー
ノ
の
ド
イ
ツ
宗
教
史
学
派
に
た
い
す
る
こ
の
よ
う
な

嫌
悪
感
と
彼
の
「
客
観
的
」
宗
教
（
史
）
研
究
と
の
あ
い
だ
の
密
接
な
関
係
を
よ
り
鮮

明
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
ド
イ
ツ
宗
教
史
学
派
を
糾
弾
す
る
ク
リ

ア
ー
ノ
の
正
当
性
を
あ
る
程
度
示
す
と
と
も
に
、
な
に
よ
り
も
、
ク
リ
ア
ー
ノ
の
学
問

的
宗
教
（
史
）
研
究
の
本
質
に
肉
薄
し
た
い
と
考
え
て
い
る
。
そ
の
た
め
に
、
本
稿
で

は
次
に
、
ク
リ
ア
ー
ノ
の
ご
く
初
期
の
著
作P

sh
ych

an
odia  I

を
瞥
見
し
て
み
る
こ
と

に
す
る
。

二
、
初
期
の
著
作P

sych
an

odia I

に
つ
い
て

　「
魂
＝y

uch,

」
と
「
上
り
道
＝a;nodoj

」
を
意
味
す
る
言
葉
か
ら
造
語
さ
れ
た
題
名

を
持
つ
こ
の
小
著
は
、
先
述
の
と
お
り
ク
リ
ア
ー
ノ
の
博
士
論
文
を
書
き
直
し
た
も
の

で
あ
り
、
彼
の
三
冊
目
の
単
著
で
あ
る29

。
こ
の
書
の
内
容
は
、「
魂
の
上
昇
と
そ
れ
に

関
連
す
る
事
柄
に
つ
い
て
の
証
言
の
概
観
（A

 
S

u
rv

e
y

 
o

f 
th

e
 

E
v

id
e

n
ce

C
on

cern
in

g th
e A

scen
sion

 of th
e S

ou
l an

d Its R
elevan

ce

）」
と
い
う
副
題
が

示
す
よ
う
に
、
古
代
ギ
リ
シ
ャ
の
医
者/

見
者
（p

h
ysicia

n
 a

n
d

 seer

）
で
あ
る

ivatro,mntij

か
ら
イ
ス
ラ
ー
ム
の
「
夜
の
旅（isra’

）」30

や「
天
界
飛
行/

昇
天（m

i’raj

）」

31

に
ま
で
見
ら
れ
る
「
魂
の
天
界
旅
行
（H

in
m

elsreise der S
eele

）」
と
い
う
古
今

東
西
の
さ
ま
ざ
ま
な
文
化
圏
・
宗
教
圏
に
見
ら
れ
る
宗
教
表
象
の
研
究
で
あ
る
。

す
で
に
こ
の
著
の
「
序
」
に
お
い
て
す
ら
も
、
既
存
の
仮
説
、
な
か
ん
ず
く
「
ド
イ

ツ
宗
教
史
学
派
」
の
仮
説
に
対
す
る
批
判
的
姿
勢
が
あ
ら
わ
で
あ
る
。

「
本
書
の
目
的
は
、
い
わ
ゆ
る
「
魂
の
天
界
旅
行
」
つ
ま
り
「
魂
の
天
へ
の
上
昇

〔h
eaven

ly ascen
sion

 of th
e sou

l

〕」
の
領
域
、「
宗
教
史
学
派
」
が
依
然
と
し
て

独
り
占
め
し
た
状
態
で
あ
る
領
域
に
お
け
る
「
伝
統
的
な
」〔
つ
ま
り
ド
イ
ツ
宗
教
史
学

派
の
〕
誤
っ
た
見
解
を
根
こ
そ
ぎ
に
す
る
〔u

proot

〕
こ
と
で
あ
る
」32

。

こ
う
し
て
、
本
書
は
、
あ
げ
て
ド
イ
ツ
宗
教
史
学
派
の
仮
説
の
不
適
切
さ
を
検
証
す

こ
と
に
あ
て
ら
れ
て
い
る
、
と
言
っ
て
い
い
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
、
本
書
全
体
は
大
き

く
二
部
に
分
か
れ
て
お
り
、「
現
象
の
範
囲
設
定
と
近
代
の
歴
史
的
研
究
の
批
判
的
概

観
」
と
題
さ
れ
た
第
一
部
と
、「
魂
の
上
昇
に
か
ん
す
る
主
要
な
諸
問
題
の
歴
史
的
概

観
」
と
題
さ
れ
た
第
二
部
と
に
大
き
く
分
か
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
宗
教
史
学
派
の
「
不

適
切
な
」33

仮
説
の
論
駁
は
主
に
前
者
の
第
一
部
で
な
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
を
受
け
て
、

ク
リ
ア
ー
ノ
自
身
の
こ
の
問
題
に
か
ん
す
る
積
極
的
な
新
た
な
仮
説 

― 

そ
れ
は
端
的
に

言
え
ば
「
魂
の
上
昇
」
モ
チ
ー
フ
の
ギ
リ
シ
ャ
起
源
説
で
あ
る 

― 

の
論
拠
を
あ
る
程
度
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提
出
し
よ
う
と
す
る
の
が
後
半
の
第
二
部
で
あ
る
。

そ
も
そ
も
ド
イ
ツ
宗
教
史
学
派
の
重
鎮
ブ
ッ
セ
ッ
ト
の “H

in
m

elsreise der S
eele”

す
な
わ
ち
「
魂
の
天
空
旅
行
」
と
い
う
定
型
句
自
体
が
「
き
わ
め
て
不
適
切
〔h

igh
ly

im
proper

〕」34

な
の
で
あ
る
。

ク
リ
ア
ー
ノ
の
「
適
切
」
な
「
範
囲
設
定
」
と
は
、「
啓
示
を
う
る
別
世
界
旅
行

〔O
th

erw
orldly revelatory jou

rn
eys

〕」、「
世
界
を
超
え
た
存
在
の
下
り
道/

上
り

道
〔K

ath
odos/an

odos of a su
perm

u
n

dan
e en

tity

〕」、「
魂
の
上
昇
と/

あ
る

い
は
下
降 A

scen
su

s an
d/or descen

su
s of th

e sou
l

」
と
い
う
三
つ
を
厳
密
に
区

別
す
る
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
の
定
式
の
最
後
の
も
の
が
「
適
切
な
意
味
に
お
け
る
」

”H
in

m
elsreise der S

eele” 
と
い
う
わ
け
で
あ
る35

。
さ
ら
に
、
こ
れ
ら
三
つ
の
定

式
と
密
接
に
関
連
す
る
宗
教
文
学
の
類
型
と
し
て
「
黙
示
録
」
が
問
題
と
さ
れ
る36

。
こ

の
「
黙
示
録
」
と
の
関
連
に
つ
い
て
の
議
論
の
詳
細
は
割
愛
せ
ざ
る
を
え
な
い
が
、
こ

の
段
階
で
も
、
こ
う
い
っ
た
表
象
の
宗
教
思
想
史
上
の
位
置
づ
け
を
め
ぐ
っ
て
、
い
く

つ
か
興
味
深
い
指
摘
が
な
さ
れ
て
い
る
。
私
自
身
の
関
心
に
よ
る
も
の
で
し
か
な
い
が
、

い
く
つ
か
そ
れ
ら
の
指
摘
を
抜
き
出
し
て
み
よ
う
。

ク
リ
ア
ー
ノ
自
身
が
イ
タ
リ
ッ
ク
で
強
調
し
な
が
ら
述
べ
る
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、「
黙

示
録
的
情
景
に
お
い
て
人
が
揚
げ
ら
れ
る
；
降
下
〔catabasis
〕
の
情
景
に
お
い
て
神

が
文
字
通
り
へ
り
く
だ
る
。
こ
の
関
係
は
、
主
に
キ
リ
ス
ト
教
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
関
係

し
、
部
分
的
に
グ
ノ
ー
シ
ス
主
義
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
関
係
し
、
キ
リ
ス
ト
教
到
来
以

前
の
ギ
リ
シ
ャ
・
ロ
ー
マ
世
界
や
ユ
ダ
ヤ
教
世
界
に
は
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な
い
」37

。

「
グ
ノ
ー
シ
ス
主
義
と
カ
ル
デ
ア
の
占
星
術
の
教
義
の
主
要
な
相
違
は
、
こ
の
〔
天
に

至
る
た
め
の
〕
知
識
を
用
い
る
に
相
応
し
い
時
に
関
係
し
て
い
る
。
グ
ノ
ー
シ
ス
の
達

人
が
そ
の
知
識
を
地
上
に
存
在
す
る
あ
い
だ
に
用
い
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
な
ど
と
い

う
証
拠
は
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な
い
。
彼
に
と
っ
て
、
そ
の
知
識
は
主
に
死
後
の
彼
の
運

命
を
救
う
手
段
な
の
で
あ
る
。
逆
に
、H

・
レ
ヴ
ィ
〔H

, L
ew

y, 

未
詳
〕
の
主
張
に
よ

れ
ば
、
神
秘
的
呪
術
に
よ
る
上
昇
は
浄
化
的
操
作
で
あ
り
、
終
末
論
的
操
作
で
は
な
く
、

そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
〔
彼
ら
占
星
術
の
〕
達
人
た
ち
が
生
き
て
い
る
あ
い
だ
に
お

こ
る
も
の
な
の
で
あ
る
」38

。

さ
て
し
か
し
、
問
題
の
整
理
を
終
え
る
と
、
ク
リ
ア
ー
ノ
は
ま
さ
し
く
ド
イ
ツ
宗
教

史
学
派
批
判
へ
と
進
む
。
論
点
は
複
雑
な
わ
け
で
は
な
い
。
す
な
わ
ち
、
ク
リ
ア
ー
ノ

が
強
い
調
子
で
論
駁
し
よ
う
と
す
る
の
は
、「
魂
の
上
昇
」
モ
チ
ー
フ
を
、
再
三
述
べ
た

よ
う
に
、
イ
ラ
ン
起
源
と
す
る
ド
イ
ツ
宗
教
史
学
派
の
仮
説
で
あ
る
。

「
魂
の
上
昇
」
を
グ
ノ
ー
シ
ス
主
義
の
中
心
的
教
説
と
し
た
ア
ン
ツ
（W

. A
n

z

）
の
誤

謬
を
指
摘
し
た
点
で
、
ブ
セ
ッ
ト
は
正
し
い
、
と
ク
リ
ア
ー
ノ
は
評
価
す
る39

。
し
か

し
、
ブ
セ
ッ
ト
は
そ
れ
で
免
責
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
ブ
セ
ッ
ト
の
看
過
し
が
た
い

誤
り
は
、「
魂
の
上
昇
」
の
起
源
と
と
も
に
、
こ
ん
に
ち
の
研
究
成
果
で
は
グ
ノ
ー
シ
ス

主
義
の
「
中
心
的
教
説
」
と
さ
れ
る
「
二
元
論
」
の
起
源
を
、
い
ず
れ
も
イ
ラ
ン
と
し

た
こ
と
で
あ
る40

。

「
結
論
と
し
て
、
ブ
セ
ッ
ト
は
ア
ン
ツ
の
理
論
と
は
似
て
も
似
つ
か
な
い
理
論
を
打
ち

立
て
た
：
す
な
わ
ち
、
魂
の
上
昇
と
い
う
教
説
は
イ
ラ
ン
に
起
源
を
持
つ
、
と
い
う
も

の
で
あ
る
。
そ
の
も
と
も
と
の
か
た
ち
に
お
い
て
は
、
そ
の
上
昇
は
三
つ
の
天
を
通
っ

て
い
く
の
で
あ
る
。
バ
ビ
ロ
ニ
ア
の
影
響
に
よ
っ
て
天
の
数
は
三
つ
か
ら
七
つ
（
惑
星

天
）
と
な
っ
た
。
の
ち
に
、
新
た
な
イ
ラ
ン
の
影
響
に
よ
っ
て
、
こ
の
教
説
全
体
に
、
世

界
に
つ
い
て
の
強
力
な
二
元
論
が
つ
け
加
わ
り
、
そ
の
二
元
論
が
グ
ノ
ー
シ
ス
主
義
の

ア
ル
コ
ー
ン
と
い
う
空
の
悪
魔
化
を
説
明
し
て
く
れ
る
の
で
あ
る
」41

。

「
グ
ノ
ー
シ
ス
主
義
の
起
源
が
ユ
ダ
ヤ
で
は
あ
り
え
な
い
と
い
う
確
信
か
ら
、
ブ
セ
ッ

ト
は
、
グ
ノ
ー
シ
ス
主
義
的
二
元
論
が
ど
こ
か
ら
来
た
か
を
言
う
た
め
に
、
オ
リ
エ
ン

ト
と
古
典
〔
ギ
リ
シ
ャ
の
〕
世
界
と
の
あ
い
だ
で
選
択
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
。

こ
の
選
択
は
、
学
問
的
と
は
い
え
な
い
別
の
要
因
に
よ
っ
て
先
決
さ
れ
て
い
た
の
で
あ

り
、
こ
の
競
合
の
な
か
で
弱
い
ほ
う
の
候
補
：
す
な
わ
ち
イ
ラ
ン
の
宗
教
を
ブ
セ
ッ
ト

が
支
持
し
た
こ
と
は
、
別
に
驚
く
に
あ
た
ら
な
い
」42

。

こ
の
仮
説
に
反
対
す
る
ク
リ
ア
ー
ノ
の
主
要
な
論
拠
は
、
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

「
明
白
に
〈
反
世
界
的
〔an

ticosm
ic

〕〉
で
〈
反
身
体
的
〔an

tisom
atic

〕〉
な
グ

ノ
ー
シ
ス
主
義
的
二
元
論
と
、〈
親
世
界
的
〔pro-cosm

ic

〕〉
な
ゾ
ロ
ア
ス
タ
ー
教
の

二
元
論
と
の
あ
い
だ
に
は
、
ほ
と
ん
ど
い
か
な
る
類
似
も
な
い
」43

。

「
ブ
セ
ッ
ト
は
彼
の
論
文
の
第
４
章
で
、
天
空
飛
翔
に
か
ん
す
る
ギ
リ
シ
ャ
の
証
言
を

概
観
し
て
い
る
。〔
対
話
編
『
国
家
』
第10

巻13

以
下
の
〕
エ
ル
の
黙
示
録
に
お
い
て

プ
ラ
ト
ン
は
イ
ラ
ン
の
モ
デ
ル
に
従
っ
て
い
る
、
と
ブ
セ
ッ
ト
は
考
え
て
い
る
。
さ
ら
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に
、
彼
の
考
察
に
よ
れ
ば
、
ギ
リ
シ
ャ
に
特
徴
的
な
思
考
は
、
此
岸
に
つ
い
て
の
悲
観

的
な
見
解
で
あ
る
。
し
か
し
、
ブ
セ
ッ
ト
は
以
下
の
こ
と
に
気
づ
い
て
い
な
い
よ
う
に

見
え
る
。
１
．
グ
ノ
ー
シ
ス
主
義
的
二
元
論
も
ま
た
、
イ
ラ
ン
の
二
元
論
と
は
違
っ
て
、

世
界
に
つ
い
て
の
悲
観
的
見
解
（an

ticosm
ism

）
を
も
っ
て
い
る
こ
と
。
２
．
ギ
リ

シ
ャ
の
二
元
論
は
、
反
世
界
的
（an

ticosm
ic

）
で
は
な
い
と
し
て
も
、
二
元
論
の
イ

ラ
ン
的
形
式
よ
り
は
グ
ノ
ー
シ
ス
主
義
的
形
式
に
似
て
い
る
こ
と
。
３
．
も
し
起
源
が

探
究
さ
れ
る
べ
き
な
ら
ば
、
グ
ノ
ー
シ
ス
主
義
の
二
元
論
が
イ
ラ
ン
的
二
元
論
に
由
来

す
る
な
ど
と
い
う
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
あ
り
え
な
い
こ
と
」44

。

文
献
に
も
と
づ
く
検
証
を
省
略
す
る
な
ら
、
ク
リ
ア
ー
ノ
論
点
は
以
上
に
尽
き
て
い

る
。「

し
た
が
っ
て
、
グ
ノ
ー
シ
ス
主
義
の
イ
ラ
ン
背
景
説
は
、
単
な
る
現
象
学
的
レ
ベ
ル

に
お
い
て
も
、
歴
史
的
レ
ベ
ル
に
お
い
て
も
生
き
残
る
機
会
は
ま
っ
た
く
な
い
の
で
あ

る
」4

5

。

こ
れ
は
、
い
わ
ば
ネ
ガ
テ
ィ
ヴ
な
議
論
で
あ
り
、「
魂
の
上
昇
」
の
起
源
に
か
ん
す
る

よ
り
積
極
的
な
議
論 

― 

そ
れ
は
つ
ま
り
こ
の
宗
教
的
モ
チ
ー
フ
の
古
代
ギ
リ
シ
ャ
起
源

説
で
あ
る
の
だ
が 

― 

は
次
に
展
開
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
う
い
っ
た
ク
リ

ア
ー
ノ
自
身
の
仮
説
の
積
極
的
な
展
開
を
た
ど
る
ま
え
に
、
セ
ミ
ナ
ル
な
か
た
ち
で
散

り
ば
め
ら
れ
て
い
る
彼
の
諸
説
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。
一
つ
は
、「
魂
の
上
昇
」
モ

チ
ー
フ
に
か
か
わ
っ
て
で
あ
る
。

「
キ
リ
ス
ト
教
と
グ
ノ
ー
シ
ス
主
義
の
証
言
の
分
析
か
ら
、
ク
ロ
ル
は
次
の
よ
う
な
重

要
な
結
論
を
引
き
出
し
た
。
す
な
わ
ち
、
古
代
後
期
に
お
い
て
、
地
獄
は
大
地
の
下
の

地
下
世
界
か
ら
大
地
の
上
方
へ
と
移
さ
れ
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
地
下
世
界
へ

の
旅
と
い
う
古
い
パ
タ
ー
ン
は
、
い
ま
や
〈
救
世
主
〉
の
下
方
へ
の
移
動
、
遥
か
か
な

た
の
天
か
ら
悪
魔
化
さ
れ
た
世
界
へ
と
い
う
下
方
へ
の
移
動
に
取
っ
て
代
ら
れ
る
の
で

あ
る
」4

6

。

も
う
一
つ
は
、
グ
ノ
ー
シ
ス
主
義
そ
の
も
の
に
か
ん
し
て
で
あ
る
。

「
グ
ノ
ー
シ
ス
主
義
的
「
世
界
の
悪
魔
化
」
は
、
世
界
に
つ
い
て
の
新
た
な
見
方
を
前

提
と
す
る
が
、
そ
れ
は
、
全
体
と
し
て
、
バ
ビ
ロ
ニ
ア
的
で
も
、
ユ
ダ
ヤ
的
で
も
な
く
、

ギ
リ
シ
ャ
的
で
も
、
イ
ラ
ン
的
で
も
な
い
の
で
あ
る
」47

。

こ
れ
ら
の
論
点
は
こ
の
著
作
に
お
い
て
は
十
分
に
展
開
さ
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
、

こ
れ
ら
が
当
該
の
歴
史
的
問
題
に
か
ん
す
る
ク
リ
ア
ー
ノ
の
独
創
的
な
考
え
の
核
心
の

一
端
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。

し
か
し
、
誰
し
も
本
当
に
言
い
た
い
こ
と
は
最
後
に
書
く
も
の
で
は
な
い
か
。

「
結
論
と
し
て
、「
宗
教
史
学
派
」
は
、
方
法
論
的
な
面
と
歴
史
的
な
面
の
両
方
に
お

い
て
無
定
見
な
一
群
の
考
え
を
蔓
延
さ
せ
た
こ
と
に
責
任
が
あ
る
。
こ
の
い
く
重
も
の

誤
り
は
ま
た
、
危
険
な
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
な
帰
結
へ
と
導
き
う
る
含
み
を
も
っ
て
い
た
。

こ
の
後
者
を
全
体
的
に
暴
露
す
る
作
業
は
、
依
然
と
し
て
著
述
家
や
出
版
者
が
試
み
る

べ
き
も
の
と
し
て
待
た
れ
て
い
る
の
で
あ
る
」48

。

婉
曲
な
言
い
回
し
で
は
あ
る
が
、
ク
リ
ア
ー
ノ
の
言
わ
ん
と
す
る
こ
と
は
む
し
ろ
明

快
で
あ
ろ
う
。
残
念
な
が
ら
こ
の
作
業
を
ク
リ
ア
ー
ノ
自
身
が
遂
行
し
た
形
跡
を
い
ま

の
と
こ
ろ
私
は
見
つ
け
て
い
な
い
。
思
わ
せ
ぶ
り
な
暗
示
だ
け
で
は
、
学
問
的
叙
述
に

は
相
応
し
く
な
い
と
の
謗
り
は
免
れ
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
批

判
は
承
知
の
う
え
で
、
敢
え
て
ク
リ
ア
ー
ノ
が
こ
の
よ
う
な
記
述
を
残
し
て
い
る
と
こ

ろ
に
、
彼
の
学
問
の
主
観
的
動
機
づ
け
、
い
や
む
し
ろ
そ
の
客
観
的
本
質
を
垣
間
見
る

こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
こ
の
主
情
的
・
主
観
的
要
因
を
あ
る
程
度
客
観
的
な
テ
ー
ゼ

に
置
き
換
え
る
な
ら
ば
、
西
洋
の
さ
ま
ざ
ま
な
宗
教
的
・
思
想
的
潮
流
を
何
と
か
し
て

非
ユ
ダ
ヤ
化
し
よ
う
と
し
た
宗
教
史
学
派
の
「
隠
さ
れ
た/

覆
わ
れ
た
仮
定
」
が
、
当
該

領
域
の
研
究
を
大
き
く
誤
ら
せ
続
け
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う49

。

上
記
の
部
分
は
、
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
い
わ
ば
ネ
ガ
テ
ィ
ヴ
な
叙
述
の
部
分
で
あ

る
が
、
本
書P

sych
an

odia I

の
第
一
部
の
最
後
第
三
章
と
第
二
部
の
第
四
章
以
降
は
、

「
魂
の
上
昇
」
モ
チ
ー
フ
の
ギ
リ
シ
ャ
起
源
を
立
証
す
る
た
め
に
個
別
の
テ
キ
ス
ト
に
あ

た
る
、
比
較
的
ポ
ジ
テ
ィ
ヴ
な
議
論
と
な
っ
て
い
る
。

第
一
部
第
３
章
で
ク
リ
ア
ー
ノ
は
、
古
代
後
期
の
黙
示
録
的
信
仰
に
か
か
わ
る
「
魂

の
上
昇
」
モ
チ
ー
フ
を
、
ト
ラ
キ
ア
の
神
デ
ィ
オ
ニ
ュ
ソ
ス
信
仰
と
結
び
つ
け
る
ア
ー

ウ
ィ
ン
・
ロ
ー
デ
〔E

rw
in

 R
h

ode, 1845-1896

〕
の
説
、
そ
れ
を
オ
ル
フ
ィ
ッ
ク
教

や
ピ
タ
ゴ
ラ
ス
教
団
と
い
っ
た
シ
ャ
マ
ニ
ズ
ム
的
な
も
の
と
の
関
連
に
お
い
て
論
じ
る

ア
ル
ブ
レ
ヒ
ト
・
デ
ィ
ー
テ
リ
ッ
ヒ
〔A

lbrech
t. D

ieterich
, 1886-1908

〕
ら
の
説

な
ど
、
よ
う
す
る
に
こ
の
モ
チ
ー
フ
を
ギ
リ
シ
ャ
・
ロ
ー
マ
宗
教
の
枠
内
に
お
け
る
内
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的
発
展
と
捉
え
る
説
を
紹
介
し
て
い
く50

。
ま
た
、
そ
れ
を
絶
え
る
こ
と
な
い
ピ
タ
ゴ
ラ

ス
主
義
の
隠
れ
た
影
響
と
見
る
Ａ
．
デ
ラ
ッ
ト
〔A

. D
elatte, 

未
詳
〕
に
代
表
さ
れ
る

（
フ
ラ
ン
ス
で
影
響
力
を
も
っ
て
い
る
）
説51

、
魂
の
天
へ
の
上
昇
と
い
う
モ
チ
ー
フ
の

起
源
を
ブ
セ
ッ
ト
に
し
た
が
っ
て
イ
ラ
ン
と
信
じ
つ
つ
も
、
そ
う
い
っ
た
オ
リ
エ
ン
ト

の
星
辰
信
仰
を
ピ
タ
ゴ
ラ
ス
主
義
や
プ
ラ
ト
ン
主
義
、
ス
ト
ア
主
義
を
総
合
的
に
結
び

つ
け
た
人
物
と
し
て
ア
パ
メ
ア
の
ポ
セ
イ
ド
ニ
オ
ス
〔P

osidon
iu

s, B
.C

.135

頃-51

〕

を
考
え
る
フ
ラ
ン
ツ
・
キ
ュ
モ
ン
〔F

ran
z C

u
m

on
t, 1868-1947

〕
の
説52

な
ど
を

順
次
検
討
す
る
。

第
二
部
で
は
、
ま
ず
第
４
章
で
、
古
代
ギ
リ
シ
ャ
のivatro,mntij

の
系
譜
が
つ
ま
り

は
「
魂
の
上
昇
」
の
起
源
と
し
て
論
じ
ら
れ
、
第
５
章
で
は
、
多
く
の
研
究
者
た
ち
が

（
プ
ラ
ト
ン
に
す
で
に
そ
の
下
地
が
あ
っ
た
も
の
の
）
地
獄
を
地
下
か
ら
天
に
移
し
た
当

の
候
補
者
と
し
て
考
え
て
い
る
ヘ
ラ
ク
リ
デ
ス
・
ポ
ン
テ
ィ
ク
ス
〔H
e

ra
clid

e
s

P
on

ticu
s, B

.C
.388-373

〕
を
検
討
す
る
。
第
６
章
で
は
「
プ
ル
タ
ル
コ
ス
〔P

lu
tarch

,
A

.D
.46

頃-125

頃
〕
の
神
話D

e sera

〔n
u

m
in

is vin
dicta

〕
が
「
魂
の
惑
星
球
の

通
過
」
の
起
源
に
か
ん
す
る
も
っ
と
古
い
証
言
で
あ
る
」53

こ
と
が
具
体
的
に
テ
キ
ス
ト

に
も
と
づ
い
て
提
案
さ
れ
、
第
７
章
で
は
、
前
章
の
提
案
を
補
強
す
る
た
め
に
、
魂
の

上
昇
が
通
過
す
る
（
占
星
術
の
順
序
で
は
、
下
か
ら
月
、
水
星
、
金
星
、
太
陽
、
火
星
、

木
星
、
土
星
と
い
う
）
七
つ
の
天
や
、
そ
れ
ら
と
も
ろ
も
ろ
の
悪
徳
と
の
対
応
関
係
を
、

古
代
後
期
の
さ
ま
ざ
ま
な
著
述
家
の
記
述
の
あ
い
だ
で
比
較
検
討
し
て
い
る
。
第
８
章

で
は
、
一
転
し
て
、
イ
ス
ラ
ム
のm

i’raj

が
ユ
ダ
ヤ
教
の
黙
示
文
学
の
直
接
的
な
影
響

の
も
と
に
あ
る
こ
と
を
主
張
し
、
第
９
章
で
は
、
前
章
と
の
関
連
で
、
イ
ス
ラ
ム
の

m
i’raj

伝
承
が
、
イ
ラ
ン
に
起
源
を
持
ち
な
が
ら
、
い
っ
た
ん
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
に
わ
た

り
、
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
か
ら
の
黙
示
文
学
（
幻
視
）
の
拡
大
に
よ
っ
て12

世
紀
に
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
に
広
が
り
、
そ
こ
か
ら
イ
ス
ラ
ム
に
回
帰
し
た
と
い
う54

、
ま
た
も
や
「
拭
い
難
い

痕
」55

を
の
こ
し
た
「
完
全
に
あ
や
ま
っ
た
「
ド
イ
ツ
宗
教
史
学
派
」
の
見
通
し
」56

が
、

キ
リ
ス
ト
教
、
イ
ス
ラ
ム
、
ユ
ダ
ヤ
教
、
ゾ
ロ
ア
ス
タ
ー
教
、
中
世
の
黙
示
録
的
（
幻

視
）
テ
キ
ス
ト
な
ど
に
お
け
る
「
狭
い
橋
」
と
い
う
モ
チ
ー
フ57

を
精
査
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
論
駁
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

終
わ
り
に

最
後
に
、
本
稿
で
確
認
し
え
た
こ
と
を
整
理
し
て
お
き
た
い
。
一
つ
は
、
ク
リ
ア
ー

ノ
が
一
貫
し
て
「
ド
イ
ツ
宗
教
史
学
派
」
に
批
判
的
な
態
度
を
と
っ
て
い
る
こ
と
で
あ

る
。
そ
れ
は
、
繰
り
返
し
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
グ
ノ
ー
シ
ス
主
義
（
の
二
元
論
）
に

し
ろ
、「
魂
の
上
昇
」
モ
チ
ー
フ
に
し
ろ
、
そ
れ
ら
を
東
方
＝
イ
ラ
ン
起
源
の
宗
教
的
表

象
に
も
と
づ
く
と
い
う
仮
説
に
対
し
て
で
あ
っ
た
。
そ
う
い
っ
た
批
判
自
体
は
、
学
問

的
な
も
の
で
あ
り
、
彼
は
、
例
え
ば
「
魂
の
上
昇
」
に
つ
い
て
は
、
そ
の
い
わ
ば
「
ギ

リ
シ
ャ
紀
元
説
」
を
代
替
案
と
し
て
提
示
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
こ

の
彼
の
全
体
的
構
想
は
、
本
稿
の
論
述
で
は
そ
れ
を
遡
行
し
て
い
る
わ
け
だ
が
、
博
士

論
文
の
時
期
（1980

年
代
初
は
じ
め
）
か
ら
あ
ま
り
に
若
す
ぎ
る
晩
年
（1990

年
代
は

じ
め
）
に
至
る
ま
で
一
貫
し
て
い
る
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

こ
の
「
ド
イ
ツ
宗
教
史
学
派
」
へ
の
批
判
は
、
本
稿
の
叙
述
で
あ
る
程
度
明
ら
か
に

で
き
た
と
思
う
が
、
上
記
の
よ
う
に
、
表
面
上
は
学
問
的
な
仮
説
の
争
い
で
あ
る
わ
け

な
の
だ
が
、
同
時
に
彼
の
批
判
の
口
ぶ
り
か
ら
は
、
強
烈
な
（
と
言
っ
て
さ
し
つ
か
え

な
い
）
い
わ
ば
主
観
的
な
動
機
づ
け
が
う
か
が
え
る
。
そ
れ
は
、「
ド
イ
ツ
宗
教
史
学
派
」

と
い
う
純
学
問
的
で
あ
る
は
ず
の
集
団
が
備
え
て
い
た
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
性
に
対
す
る
嫌

悪
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
主
観
的
動
機
づ
け
が
あ
る
か
ら
と
い
っ
て
、
彼
の

提
出
す
る
仮
説
が
そ
の
学
問
的
正
当
性
を
た
だ
ち
に
失
う
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、

ク
リ
ア
ー
ノ
の
学
問
に
お
い
て
は
、
い
わ
ば
こ
れ
ら
主
観
性
と
客
観
性
（
学
問
性
）
が

き
わ
め
て
分
か
ち
が
た
く
結
び
つ
い
て
い
る
こ
と
を
明
記
し
て
お
き
た
い
。
も
っ
と
も

そ
れ
は
、
い
か
な
る
「
客
観
的
」
な
学
問
的
営
み
に
お
い
て
も
そ
の
背
後
に
潜
ん
で
い

る
事
態
で
あ
る
の
だ
が
…
。
わ
た
し
は
む
し
ろ
そ
の
こ
と
を
、「
現
わ
れ
た
仮
定
を
信
じ

る
〈
前
に
〉
隠
さ
れ
た
仮
定
を
暴
露
す
べ
き
な
の
で
あ
る
」58

と
主
張
す
る
ク
リ
ア
ー
ノ

自
身
か
ら
も
教
え
ら
れ
た
わ
け
で
あ
り
、
そ
う
い
っ
た
読
み
込
み
こ
そ
、
ク
リ
ア
ー
ノ

に
即
し
た
ク
リ
ア
ー
ノ
の
読
解
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
最
後
に
、
本
稿
で
は
問
題
を
提
起
す
る
こ
と
し
か
で
き
な
い
が
、
本
稿
で

論
じ
た
二
つ
の
著
作P

sych
an

odia I

とTree of G
n

osis

と
あ
い
だ
に
は
、
実
は
ク

リ
ア
ー
ノ
自
身
の
大
き
な
思
想
上
の
転
換
（
あ
る
い
は
秘
め
て
い
た
も
の
の
公
然
化
）
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が
起
こ
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
、「
魂
の
上
昇
」
で
あ
れ
、
グ
ノ
ー
シ
ス

（
主
義
）
で
あ
れ
、
あ
る
宗
教
的
モ
チ
ー
フ
な
り
表
象
な
り
の
「
起
源
」
を
め
ぐ
る
問
題

に
か
か
わ
っ
て
い
る
。
本
稿
で
は
、
限
定
さ
れ
た
テ
ー
マ
と
の
関
連
上
、
こ
の
点
に
つ

い
てT

ree of G
n

osis

で
開
陳
さ
れ
て
い
る
「
起
源
探
究
」
と
い
う
研
究
方
向
そ
の
も

の
に
対
す
る
ク
リ
ア
ー
ノ
の
ネ
ガ
テ
ィ
ヴ
で
、
そ
し
て
、
た
ん
に
そ
の
ネ
ガ
テ
ィ
ヴ
さ

を
超
え
た
こ
れ
ま
た
強
烈
に
独
自
な
思
考
を
呈
示
で
き
な
か
っ
た
。
つ
ま
り
、

P
sych

an
odia I

に
は
、
そ
う
い
っ
た
か
な
り
独
創
的
な
見
解
は
見
ら
れ
ず
、
研
究
手
法

と
し
て
は
、
い
た
っ
て
ま
っ
と
う
な 

― T
ree of G

n
osis

の
過
激
さ
を
知
る
わ
れ
わ

れ
の
よ
う
な
読
者
に
と
っ
て
は
妙
に
お
と
な
し
い 

― 

文
献
の
比
較
考
量
に
よ
る
起
源
の

探
究
と
い
う
枠
に
収
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る59

。
あ
る
い
は
、
宗
教
的
な
モ
チ
ー
フ
な
り

表
象
な
り
が
、
あ
る
起
源
か
ら
発
し
歴
史
的
流
れ
の
な
か
で
地
理
的
に
も
伝
播
し
て
い

く
と
い
う
常
識
的
な
見
方
を
と
っ
て
い
る
か
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
逆
に
言
え
ば
、T

ree of G
n

osis

で
は
、
そ
の
よ
う
な
学
問
的
に
は
ま
っ
と
う
い

え
る
見
方
を
も
は
や
捨
て
去
っ
て
い
る
、
と
言
え
る
の
で
あ
る
。
ク
リ
ア
ー
ノ
の
思
想

の
興
味
深
い
痕
跡
と
し
て
、
こ
の
断
絶
・
転
換
を
指
摘
し
、
そ
れ
が
い
つ
、
そ
し
て
ど

の
よ
う
に
、
あ
る
い
は
な
ぜ
起
こ
っ
た
の
か
、
を
詮
索
す
る
こ
と
が
次
稿
の
課
題
で
あ

る
と
し
て60

、
と
り
あ
え
ず
筆
を
擱
く
こ
と
に
す
る
。

注

1 

周
知
の
よ
う
に
、「
ド
イ
ツ
宗
教
史
学
派R

eligion
sgesch

ich
tlich

e S
ch

u
le

」
と

は
、19

世
紀
の
終
わ
り
か
ら20

世
紀
の
は
じ
め
に
か
け
て
緊
密
な
相
互
的
連
携
の
な
か

で
活
躍
し
た
主
に
ゲ
ッ
テ
ィ
ン
ゲ
ン
の
若
い
聖
書
学
者
た
ち
の
一
団
を
指
し
て
、
イ
ェ

レ
ミ
ア
ス
〔A
lfred Jerem

ias, 1864-1935

〕
が1904

年
に
論
争
的
に
命
名
し
た
も

の
で
あ
る
。
こ
の
「
ド
イ
ツ
宗
教
史
学
派
」
に
属
す
る
の
は
、
ア
イ
ヒ
ホ
ル
ン
〔A

lbert

E
ich

h
orn

, 1856-1926

〕、
グ
ン
ケ
ル
〔H

erm
an

n
 G

u
n

kel, 1862-1932

〕、
ブ
セ
ッ

ト
〔W

ilh
elm

 B
ou

sset, 1865-1920

〕、
ヴ
ァ
イ
ス
〔Joh

an
n

es W
eiß

, 1863-

1
9

1
4

〕、
ヴ
レ
ー
デ
〔W

illia
m

.W
red

e, 1
8

5
9

-1
9

0
6

〕、
ハ
イ
ト
ミ
ュ
ー
ラ
ー

〔W
ilh

elm
 H

eitm
ü

ller, 1869-1926

〕、
グ
レ
ス
マ
ン
〔H

u
go G

reßm
an

n
, 1877-

1927

〕
な
ど
で
あ
る
。
本
稿
と
の
関
係
に
お
い
て
、
ヘ
レ
ニ
ズ
ム
密
儀
宗
教
や
グ
ノ
ー

シ
ス
主
義
の
宗
教
史
的
・
文
献
学
的
研
究
の
こ
の
学
派
の
重
要
な
共
同
研
究
者
と
し
て
、

ラ
イ
ツ
ェ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
〔R

ich
ard R

eitzen
stein

, 1861-1931

〕
の
名
が
あ
げ
ら

れ
る
。
総
じ
て
彼
ら
の
テ
ー
マ
は
、
啓
蒙
主
義
や
ロ
マ
ン
主
義
同
様
、
生
き
生
き
と
し

た
歴
史
的
問
い
を
問
う
こ
と
だ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
ら
と
は
異
な
り
、
厳
密
な
文
献

学
的-

批
判
的
手
続
き
に
よ
っ
て
ユ
ダ
ヤ
教
や
キ
リ
ス
ト
教
、
な
か
ん
ず
く
聖
書
を
、
諸

宗
教
と
の
比
較
に
お
い
て
捉
え
よ
う
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
ち
な
み
に
、
彼
ら
「
宗
教

史
学
派
」
の
業
績
を
世
に
出
す
働
き
を
し
た
の
が
、Van

den
ch

oeck u
n

d R
u

prech
ot

並
び
にJ.S

.B
.M

oh
r

と
い
っ
た
出
版
者
で
あ
る
と
い
う
の
も
興
味
深
い
。

　
私
自
身
の
研
究
領
域
に
引
き
つ
け
て
付
言
す
る
な
ら
、
二
〇
世
紀
後
半
の
ド
イ
ツ

の
新
約
学
も
、
方
法
論
に
お
い
て
も
対
象
に
か
ん
し
て
も
、
基
本
的
に
は
こ
の
ド
イ

ツ
宗
教
史
学
派
の
ラ
イ
ン
に
沿
っ
て
展
開
さ
れ
て
き
た
と
思
わ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、

こ
の
学
派
の
影
響
は
（
本
稿
で
ク
リ
ア
ー
ノ
が
ま
さ
し
く
指
摘
す
る
よ
う
に
）
依
然

と
し
て
甚
大
で
あ
る
と
と
も
に
、
こ
の
学
派
が
抱
え
て
い
た
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
点
も

や
は
り
完
全
に
解
決
さ
れ
て
い
る
と
は
言
え
な
い
と
思
わ
れ
る
。
注
１
３
も
参
照
。

2 

ク
リ
ア
ー
ノ
に
は
、O

u
t of T

h
is W

orld
: O

th
erw

orld
ly Jou

rn
eys from

G
ilgam

esh
 to A

lbert E
in

stein
 (B

oston
 &

 L
on

don
: S

h
an

bh
ala, 1991)

と
い

う
、
古
代
か
ら
現
代
科
学
（
！
）
に
い
た
る
ま
で
の
「
別
の
世
界
（
他
界
・
彼
岸
）
へ

の
旅
行
」
を
論
じ
た
従
来
の
範
疇
で
い
う
な
ら
比
較
宗
教
学
的
、
し
か
し
、
か
な
り
独

自
の
方
法
論
的
見
通
し
を
内
に
秘
め
た
著
作
が
あ
る
が
、
こ
れ
に
か
ん
し
て
は
、
稿
を

あ
ら
た
め
て
論
じ
た
い
。
ま
た
彼
の
不
慮
の
死
を
め
ぐ
る
ル
ポ
ル
タ
ー
ジ
ュ
で
あ
り
、

伝
記
的
要
素
も
あ
わ
せ
も
っ
た
好
著
と
し
てT

ed
 A

n
ton

, E
ros, M

agic, an
d th

e
M

u
rder of P

rofessor C
u

lian
u

 (E
van

ston
, Ill: N

orth
w

estern
 U

n
iversity

P
ress, 1996)

を
あ
げ
て
お
こ
う
。

3 Ioan
 P

eter C
ou

lian
o, É

ros et m
agie à la R

en
aissan

ce 1484 (P
aris:

F
lam

m
arion

, 1984).

桂
芳
樹
訳
『
ル
ネ
サ
ン
ス
の
エ
ロ
ス
と
魔
術
』
工
作
舎
、
一
九
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九
一
年
。
ま
た
、
ク
リ
ア
ー
ノ
が
ル
ー
マ
ニ
ア
の
ブ
カ
レ
ス
ト
大
学
で
の
学
生
時
代
か

ら
フ
ィ
チ
ー
ノ
や
ブ
ル
ー
ノ
に
精
力
的
に
取
り
組
ん
で
い
た
と
い
う
伝
記
的
事
実
に
つ

い
て
は
、A

n
ton

, E
ros, M

agic, an
d th

e M
u

rder of P
rofessor C

u
lian

u
, pp.

46f.

を
参
照

4 

現
代
を
含
め
る
の
は
、
例
え
ば
、
注
２
で
あ
げ
たO

u
t of T

h
is W

orld

で
は
、
現

代
物
理
学
や
数
学
の
考
え
方
ま
で
が
と
り
あ
げ
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

5 

ク
リ
ア
ー
ノ
が
あ
ち
こ
ち
の
辞
書
・
事
典
類
に
書
き
残
し
た
項
目
名
を
列
挙
し
て
み
る

だ
け
で
も
、
彼
の
関
心
が
ど
の
辺
に
あ
っ
た
の
か
を
垣
間
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
例
え

ば
、M

. E
liade (editor of ch

ief), T
h

e E
n

cyclopedia of R
eligion

 (N
ew

 York:
M

acm
illan

 P
u

b. C
o., 1987)

で
は
、”A

scen
sion

,” “A
strology” 

（
こ
の
項
目
の

邦
訳
が
、
鶴
岡
賀
雄
他
訳
『
エ
リ
ア
ー
デ
・
オ
カ
ル
ト
事
典
』
法
藏
館
、　
　
年
、268

‐

2
7

7

頁
に
あ
る
）、“B

en
d

is,” “A
cia

n
 R

id
ers,” “G

eto-D
a

cia
n

 R
eligion

,”
“G

n
osticism

 (G
n

osticism
 from

 th
e M

iddle A
ges to th

e P
resen

t) ” 

（
こ
の

項
目
の
邦
訳
も
、前
傾『
エ
リ
ア
ー
デ
・
オ
カ
ル
ト
事
典
』125

‐134

頁
に
あ
る
）、M

agic
(M

agic in
 M

edieval an
d R

en
aissan

ce E
u

rope)”
（
こ
の
項
目
の
邦
訳
も
、
前

傾『
エ
リ
ア
ー
デ
・
オ
カ
ル
ト
事
典
』202

‐211

頁
に
あ
る
） “S

abazios,” “S
acrilege,”

S
exu

ality (S
exu

al R
ites in

 E
u

rope),” “S
ky (th

e H
eaven

s as H
ieroph

an
y),”

“T
h

racian
 R

eligion
,” “T

h
racian

 R
ider,” 

ま
た
、Hu

bert C
an

cik et al. (H
rsg),

H
an

dbu
ch

 religion
sw

issen
sch

aftlich
er G

ru
n

dbegriffe  (S
tu

ttgart/B
erlin

/

K
öln

: V
erla

g W
. K

oh
lh

a
m

m
er, 1

9
8

8
-2

0
0

1

で
は
、„a

lter ego,” „D
eu

s
otiosu

s,” „G
eh

eim
k

u
lt,” „T

rick
ster”

な
ど
で
あ
る
。

6 

注
３
に
あ
げ
た
ク
リ
ア
ー
ノ
の
著
書É

ros et m
agie à la R

en
aissan

ce 1484

の
邦
訳
者
桂
芳
樹
は
、
そ
の
訳
書
『
ル
ネ
サ
ン
ス
の
エ
ロ
ス
と
魔
術
』
の
「
解
題 

根

源
的
形
象
世
界
の
光
芒
」
の
な
か
で
、「
彼
の
西
欧
の
精
神
史
に
対
す
る
問
い
か
け
の

ラ
デ
ィ
カ
ル
さ
は
他
に
類
を
見
な
い
も
の
で
、
挑
発
的
と
さ
え
云
え
る
も
の
で
あ
る
」

（
邦
訳
『
ル
ネ
サ
ン
ス
の
エ
ロ
ス
と
魔
術
』
四
五
七
頁
）、
あ
る
い
は
「
ク
リ
ア
ー
ノ

の
歴
史
を
斫
断
し
深
部
を
剔
抉
す
る
手
法
に
は
、
一
種
の
テ
ロ
リ
ス
ト
的
苛
烈
さ
が

あ
る
」（
同
、
四
六
一
頁
）
な
ど
と
、
昨
今
の
世
界
情
勢
下
で
は
い
さ
さ
か
躊
躇
さ
れ

る
表
現
で
ク
リ
ア
ー
ノ
を
評
し
て
い
る
。
も
う
少
し
、
穏
や
か
で
学
術
的
な
評
言
と

し
て
は
、「
ク
リ
ア
ー
ノ
の
斬
新
さ
は
、
訓
詁
考
証
の
徒
の
は
る
か
に
及
ば
な
い
切
り

口
の
あ
ざ
や
か
さ
に
あ
る
」（
同
）
と
も
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

7 

こ
の
著
作
は
、L

es G
n

oses du
alistes d’O

cciden
t: H

istoire et m
yth

es
(P

aris: P
lon

s, 1990)

の
全
面
改
訂
翻
訳
版
で
あ
る
が
、
こ
の
フ
ラ
ン
ス
語
版
に
つ

い
て
は
、
残
念
な
が
ら
未
見
で
あ
る
。

8 

私
が
こ
の
よ
う
に
考
え
る
の
は
、
ク
リ
ア
ー
ノ
の
最
後
の
ま
と
ま
っ
た
著
作T

h
e

T
ree of G

n
osis

で
展
開
さ
れ
て
い
る
「
思
想
体 “ideal object(s)”

」
と
か
「
認
知

的
伝
達 “cogn

itive tran
sm

ission
”

」
と
い
っ
た
斬
新
と
い
う
よ
り
は
、
突
飛
と
い

わ
れ
て
も
仕
方
が
な
い
よ
う
な
考
え
を
念
頭
に
お
い
て
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の

用
語
や
、
彼
が
い
わ
ば
早
す
ぎ
た
晩
年
に
至
り
つ
い
て
い
た
と
思
わ
れ
る
人
間
精
神

に
ま
つ
わ
る
独
特
な
考
え
に
つ
い
て
は
、
稿
を
あ
ら
た
め
て
論
じ
た
い
。

9 T
ree of G

n
osis,  p.26.

た
だ
し
、〔 

〕
内
は
原
文
な
い
し
私
に
よ
る
補
い
（
以
下

の
引
用
文
中
で
も
同
じ
）。

10 

ク
リ
ア
ー
ノ
に
よ
る
と
、「
二
元
論
」
の
起
源
の
追
究
は
、
ヴ
ェ
ゼ
ロ
フ
ス
キ(A

. N
.

V
eselovsk

ii, 1838-1906)

や
、
ド
ゥ
ラ
ゴ
マ
ノ
フ
（M

. P. D
ragom

an
ov, 1841-

1895

）
と
い
っ
た
十
九
世
紀
の
学
者
た
ち
を
も
っ
て
嚆
矢
と
す
る
。
ヴ
ェ
ゼ
ロ
フ
ス
キ

は
、
当
初
（1872

）
ス
ラ
ヴ
の
二
元
論
伝
説
を
ボ
ゴ
ミ
ル
派
の
拡
大
に
帰
し
た
が
、
フ
ィ

ン
ラ
ン
ド
人
研
究
者
ク
ロ
ー
ン
（Ju

lian
 K

ron
, 

未
詳
）
に
影
響
さ
れ
て
、
そ
れ
を
フ
ィ

ノ-

ウ
ゴ
ル
語
族
と
ウ
ラ
ル-

ア
ル
タ
イ
語
族
の
も
の
で
あ
る
と
替
え
（1889

）、
さ
ら

に
、
フ
ラ
ン
ス
人
人
類
学
者
ド
・
シ
ャ
ラ
ン
シ
ー
（D

e C
h

aren
cey, 

未
詳
）
が
北
ア

メ
リ
カ
の
二
元
論
的
神
話
を
発
見
す
る
に
及
ん
で
、
異
な
っ
た
地
域
に
お
け
る
多
発
的

な
そ
の
起
源
を
主
張
し
た
（1891

）。
ド
ゥ
ラ
ゴ
マ
ノ
フ
は
、
二
元
論
と
関
連
す
る
ト

リ
ッ
ク
ス
タ
ー
伝
説
の
起
源
を
イ
ン
ド
に
設
定
し
、
そ
れ
が
イ
ン
ド
か
ら
メ
ソ
ポ
タ
ミ

ア
、
メ
ソ
ポ
タ
ミ
ア
か
ら
イ
ラ
ン
へ
、
さ
ら
に
そ
こ
か
ら
コ
ー
カ
サ
ス
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

双
方
に
伝
播
し
、
そ
こ
で
グ
ノ
ー
シ
ス
主
義
の
勃
興
を
促
し
、
グ
ノ
ー
シ
ス
主
義
の
一

形
態
で
あ
る
マ
ニ
教
を
通
じ
て
、
こ
の
神
話
は
中
央
ア
ジ
ア
に
到
達
し
た
、
ま
た
、
ア

ル
メ
ニ
ア
の
パ
ウ
ロ
派
を
通
し
て
そ
れ
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
環
流
し
、
ボ
ゴ
ミ
ル
派
に
影

響
を
与
え
た
、
と
す
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
や
は
り
北
米
の
二
元
論
的
神
話
の
報
告

に
よ
り
、
二
元
論
の
「
多
発
的
起
源
（in

depen
den

t origin
ation

）」
も
主
張
す
る
と



10

い
う
矛
盾
を
お
か
し
て
い
る
（
以
上
に
か
ん
す
る
文
献
は
、M

. P. D
ra

gom
a

n
ov,

N
otes on

 th
e S

lavic R
eligio-E

th
ical L

egen
ds: T

h
e D

u
alistic C

reation
 of

th
e W

orld  [1892-94], tran
s. E

. W
. C

ou
n

t [T
h

e H
agu

e: M
ou

ton
, 1961]

）。

こ
の
難
題
を
解
決
し
よ
う
と
、
デ
ー
ン
ハ
ル
ト
（O

skar D
äh

n
h

ardt, 

未
詳
）
は
、
二

元
論
の
北
ア
メ
リ
カ
版
は
、
ア
ジ
ア
の
人
々
が
ベ
ー
リ
ン
グ
海
峡
を
越
え
て
ア
メ
リ
カ

大
陸
に
移
住
し
た
結
果
と
し
た
の
で
あ
る
（O

. D
äh

n
h

ardt, N
atu

rsagen
: E

in
e

S
am

m
lu

n
g n

atu
rdeu

ten
der S

agen
, M

ärch
en

. F
abeln

 u
n

d L
egen

den
, ed.

O
. D

äh
n

h
ardt, V

ol.1 [1907]: S
agen

 zu
m

 A
lten

 Testam
en

t [reprin
t, N

ew

Y
ork

: B
u

rt F
ran

k
lin

, 1970]
。
こ
の
よ
う
な
起
源
探
究
の
は
や
り
の
な
か
で
、「
起

源
」
そ
の
も
の
が
「
ほ
と
ん
ど
神
秘
的
な
力
と
特
権
を
も
っ
た
」（T

ree of G
n

osis,
p.25f.

）
と
ク
リ
ア
ー
ノ
は
言
う
。

11 T
ree of G

n
osis , p.26.

12 ibid.
13 

本
稿
に
お
い
て
は
付
随
的
な
問
題
で
し
か
な
い
が
、
こ
ん
に
ち
の
学
問
的
議
論
の
文

脈
で
、
む
し
ろ
ク
リ
ア
ー
ノ
の
主
張
と
し
て
も
っ
と
も
議
論
の
余
地
が
あ
る
の
は
、
こ

の
グ
ノ
ー
シ
ス
主
義
の
「
起
源
」
に
つ
い
て
の
問
題
か
も
し
れ
な
い
。
ク
リ
ア
ー
ノ
は

こ
う
問
う
て
い
る
。「
彼
ら
〔
グ
ノ
ー
シ
ス
主
義
者
た
ち
〕
が
プ
ラ
ト
ン
主
義
者
で
あ
る

と
す
る
と
、
な
ぜ
か
れ
ら
は
か
く
も
熱
心
に
聖
書
に
か
か
わ
る
の
だ
ろ
う
か
。
彼
ら
が

ユ
ダ
ヤ
人
で
で
も
な
い
か
ぎ
り
そ
ん
な
こ
と
は
し
な
い
で
あ
ろ
う
、
― 
そ
の
場
合
彼
ら

が
自
分
た
ち
の
伝
統
に
反
旗
を
翻
す
の
で
も
な
け
れ
ば
、
む
し
ろ
フ
ィ
ロ
ン
型
の
釈
義

を
生
み
出
し
た
こ
と
だ
ろ
う
―
、
あ
る
い
は
〔
旧
約
〕
聖
書
を
常
用
す
る
他
の
集
団
に

彼
ら
グ
ノ
ー
シ
ス
主
義
者
た
ち
は
属
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
、
と
い
う
の
が
そ
の
明
ら
か

な
答
え
で
あ
る
。〔
後
者
の
場
合
〕「
サ
マ
リ
ア
人
」
と
い
う
の
が
そ
の
わ
か
り
や
す
い

答
え
と
な
る
が
〔Tree of G

n
osis , p.54

も
参
照
；
ク
リ
ア
ー
ノ
は
こ
の
グ
ノ
ー
シ
ス

主
義
の
「
サ
マ
リ
ア
起
源
説
」
に
は
若
干
シ
ン
パ
シ
ー
を
示
し
て
い
る
よ
う
だ
；

H
istory of R

eligion
 26 (1978) pp.435-436

に
お
け
るJ. E

. F
ossu

m
, T

he N
am

e
of G

od an
d th

e A
n

gel of th
e L

ord: S
am

aritan
 an

d Jew
ish

 C
on

cepts of
In

term
ediation

 an
d th

e O
rigin

 of G
n

osticism
 (W

U
N

T
 36) (T

ü
bin

gen
:

M
oh

r/S
iebeck

, 1985)

に
対
す
る
書
評
、
な
ら
び
にT

ree of G
n

osis,  p. 54

を
参

照
〕、
サ
マ
リ
ア
人
た
ち
が
な
ぜ
プ
ラ
ト
ン
主
義
者
で
あ
り
う
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
が

明
ら
か
で
は
な
い
し
、
じ
っ
さ
い
、
彼
ら
が
プ
ラ
ト
ン
主
義
者
で
あ
っ
た
と
い
う
の
は

疑
わ
し
い
。〔
グ
ノ
ー
シ
ス
主
義
者
た
ち
の
起
源
は
〕「
キ
リ
ス
ト
教
徒
」〔
で
あ
る
と
い

う
の
〕
が
、
ド
イ
ツ
宗
教
史
学
派
の
影
響
下
で
、
研
究
者
た
ち
が
長
年
避
け
て
き
た
答

え
で
あ
る
が
、
し
か
し
、
諸
般
の
事
情
を
考
慮
す
る
と
そ
れ
が
正
し
い
の
か
も
し
れ
な

い
。〈
救
世
主
〉
に
よ
る
救
済
は
、
グ
ノ
ー
シ
ス
主
義
が
キ
リ
ス
ト
教
と
共
有
す
る
顕
著

な
特
徴
で
あ
る
。･･･

中
略
…
。

こ
れ
は
、
グ
ノ
ー
シ
ス
主
義
が
た
ん
に
キ
リ
ス
ト
教
の
一
形
式
だ
、
と
い
う
こ
と

を
意
味
す
る
の
だ
ろ
う
か
。
け
っ
し
て
そ
う
で
は
な
い
。
グ
ノ
ー
シ
ス
主
義
は
、
ユ

ダ
ヤ
教
の
テ
キ
ス
ト
を
用
い
る
プ
ラ
ト
ン
主
義
の
一
形
式
だ
と
い
う
特
徴
を
、
（
す
く

な
く
と
も
ア
ン
テ
ィ
オ
キ
ア
の
イ
グ
ナ
テ
ィ
オ
ス
以
来
の
）
キ
リ
ス
ト
教
主
流
派
と

共
有
し
て
い
る
。
ユ
ダ
ヤ
教
徒
た
ち
が
自
分
た
ち
自
身
の
伝
統
の
微
妙
な
解
釈
に
ふ

け
る
と
い
う
こ
と
よ
り
も
、
ユ
ダ
ヤ
人
キ
リ
ス
ト
教
徒
た
ち
が
グ
ノ
ー
シ
ス
主
義
的

な
か
た
ち
の
釈
義
に
踏
み
込
む
と
い
う
こ
と
の
ほ
う
が
ず
っ
と
あ
り
そ
う
で
あ
る
。

ま
っ
た
く
ユ
ダ
ヤ
人
な
ど
で
な
い
キ
リ
ス
ト
教
徒
た
ち
な
ら
、
ユ
ダ
ヤ
教
を
創
造
的

に
誤
っ
て
解
釈
し
続
け
る
だ
ろ
う
。
新
プ
ラ
ト
ン
主
義
者
た
ち
な
ら
、
自
分
た
ち
の

論
法
が
、〔
非
ユ
ダ
ヤ
人
キ
リ
ス
ト
教
徒
た
ち
と
〕
同
じ
調
子
で
、
ユ
ダ
ヤ
教
を
非
ユ

ダ
ヤ
化
し
非
キ
リ
ス
ト
教
化
す
る
よ
う
に
駆
り
立
て
る
に
足
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を

見
出
す
だ
ろ
う
」（T

ree of G
n

osis,  p.126f.

；
た
だ
し
傍
点
は
佐
々
木
に
よ
る
）。

最
近
、
大
貫
隆
は
ク
リ
ア
ー
ノ
の
業
績
に
若
干
触
れ
て
い
る
が
（
大
貫
隆
「
は
じ
め

に 

原
グ
ノ
ー
シ
ス
と
グ
ノ
ー
シ
ス
な
る
も
の
」
大
貫
隆
他
編
『
グ
ノ
ー
シ
ス 

陰
の
精
神

史
』
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
一
年
、
一
〜
九
頁
）、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
言
及
し
て
い
な
い
。

大
貫
隆
や
荒
井
献
と
い
っ
た
わ
が
国
の
代
表
的
な
グ
ノ
ー
シ
ス
（
主
義
）
の
研
究
者
た

ち
は
、
グ
ノ
ー
シ
ス
主
義
の
非
キ
リ
ス
ト
教
起
源
説
を
奉
じ
て
い
る
（「
キ
リ
ス
ト
教
起

源
と
ほ
ぼ
同
じ
時
期
の
ユ
ダ
ヤ
教
の
周
辺
」（
大
貫
隆
『
グ
ノ
ー
シ
ス
の
神
話
』
岩
波
書

店
、
一
九
九
九
年
、
二
八
頁
）、「「
少
な
く
と
も
キ
リ
ス
ト
教
と
は
独
立
し
て
（
非
キ
リ

ス
ト
教
）
グ
ノ
ー
シ
ス
主
義
が
存
在
し
た
」（
荒
井
献
『
新
約
聖
書
と
グ
ノ
ー
シ
ス
主
義
』

岩
波
書
店
、
一
九
八
六
年
、
二
七
一
頁
）」。
し
か
し
、
ク
リ
ア
ー
ノ
が
主
張
す
る
よ
う

な
、
こ
の
グ
ノ
ー
シ
ス
主
義
の
「
キ
リ
ス
ト
教
起
源
説
」
が
や
は
り
根
強
い
こ
と
を
示



11

さ
な
け
れ
ば
、
公
平
と
は
言
え
な
い
の
で
は
な
い
か
。
そ
の
立
場
、
例
え
ばS

im
on

e
P

étrem
en

t, L
e D

ieu
 séparé: L

es origin
s du

 gn
osticism

e  (P
aris: C

E
R

F,

1984)
な
ど
で
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。「
し
ば
し
ば
断
固
と
し
て
繰
り
返

さ
れ
る
グ
ノ
ー
シ
ス
主
義
の
起
源
が
キ
リ
ス
ト
教
で
は
あ
り
え
な
い
と
い
う
主
張
は
、

私
に
は
、
明
晰
で
強
固
で
決
定
的
な
理
由
を
と
も
な
っ
て
い
る
よ
う
に
は
ぜ
ん
ぜ
ん
見

え
な
い
の
で
あ
る
」（L

e D
ieu séparé, p.13

；
た
だ
し
、
傍
点
は
佐
々
木
に
よ
る
）。

六
六
〇
頁
を
超
え
る
こ
の
著
作
は
、
あ
げ
て
こ
の
点
を
論
証
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ

る
。「
グ
ノ
ー
シ
ス
主
義
の
起
源
に
つ
い
て
巷
間
も
っ
と
も
流
布
し
て
い
る
理
論
は
、
そ

れ
ら
も
ま
た
、
さ
ま
ざ
ま
な
仮
説
、〈
必
要
な
し
に
〉
グ
ノ
ー
シ
ス
主
義
の
歴
史
に
曖
昧

さ
を
増
殖
さ
せ
、〈
必
要
な
し
に
〉
そ
の
教
説
の
な
か
に
不
条
理
さ
を
増
殖
さ
せ
て
い
る

仮
説
に
も
と
づ
い
て
い
る
の
で
あ
る
」（L

e D
ieu

 séparé, p.662.

；
〈 

〉
内
は
原

文
イ
タ
リ
ッ
ク
）。
こ
の
ペ
ト
ル
マ
ン
の
口
ぶ
り
な
ど
は
、
ク
リ
ア
ー
ノ
の
も
の
に
似
て

い
る
。
彼
女
の
浩
瀚
な
著
作
の
結
語
は
、「〔
グ
ノ
ー
シ
ス
主
義
が
〕
本
質
的
に
キ
リ
ス

ト
教
的
起
源
を
も
つ
と
い
う
仮
説
は
、〔
非
キ
リ
ス
ト
教
起
源
説
よ
り
も
〕
も
っ
と
、
は

る
か
に
ず
っ
と
、
も
っ
と
も
強
固
な
も
の
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
」（L

e D
ieu

séparé, p.662

）、
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
他
、
ク
リ
ア
ー
ノ
自
身
も
引
用
し
て
い
る

（T
ree of G

n
osis, p.51

）E
. M

. Y
am

au
ch

i

に
よ
れ
ば
、「
十
分
に
明
確
に
さ
れ
た

神
学
、
宇
宙
論
、
人
間
論
、
救
済
論
を
そ
な
え
た
グ
ノ
ー
シ
ス
主
義
は
、
キ
リ
ス
ト
教

以
降
に
な
る
ま
で
は
っ
き
り
と
見
分
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
」（E

dw
in

 M
.

Yam
au

ch
i, P

re-C
hristian G

nosticism
: A

 S
urvey of the P

roposed E
vidence

(1973; reprin
t, G

ran
d R

apids, M
I: B

ak
er B

ook
 H

ou
se, 1983), p. 245.

）。

し
た
が
っ
て
、
こ
の
グ
ノ
ー
シ
ス
主
義
の
「
起
源
」
を
め
ぐ
る
仮
説
の
対
立
は
、
ド
イ

ツ
（
宗
教
史
学
派
お
よ
び
そ
の
末
裔
）
と
そ
れ
以
外
の
国
の
学
者
た
ち
と
の
争
い
の
よ

う
に
も
見
え
る
（
た
だ
し
、
合
衆
国
の
場
合
は
、
本
稿
の
本
文
　
頁
で
引
用
し
た
ク
リ

ア
ー
ノ
の
言
葉
の
よ
う
に
若
干
異
な
る
の
だ
ろ
う
）。
後
者
の
立
場
の
諸
文
献
に
か
ん
し

て
は
、（L

e D
ieu

 séparé, p 12. n
.13

な
ど
を
参
照
）。

再
び
『
ル
ネ
サ
ン
ス
の
エ
ロ
ス
と
魔
術
』
の
邦
訳
者
桂
芳
樹
の
「
解
題
」
に
よ
れ

ば
、『
二
元
論
グ
ノ
ー
シ
ス
』（
お
そ
ら
くT

ree of G
n

osis

の
フ
ラ
ン
ス
語
版
；
ち

な
み
に
、
こ
れ
が
「
一
九
八
九
年
に
出
版
さ
れ
た
」
と
い
う
の
は
「
一
九
九
〇
年
」

の
あ
や
ま
り
の
よ
う
だ
；
注
７
参
照
）
の
序
文
に
は
、
ク
リ
ア
ー
ノ
の
思
想
傾
向
に

た
い
し
て
「
う
さ
ん
く
さ
い
構
造
主
義
者
と
い
う
よ
う
な
批
判
が
行
な
わ
れ
て
い
る

と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
」（『
ル
ネ
サ
ン
ス
の
エ
ロ
ス
と
魔
術
』
四
六
一
頁
）、
上
述
の

よ
う
に
わ
が
国
の
斯
界
の
権
威
も
漸
く
彼
の
著
作
に
目
を
向
け
た
と
い
う
こ
と
で
、

そ
の
「
う
さ
ん
く
さ
」
さ
も
あ
る
程
度
緩
和
さ
れ
る
だ
ろ
う
か
。

1
4 W

. A
n

z, Z
u

r F
rage n

ach
 d

em
 U

rsp
ru

n
g d

es G
n

ostizism
u

s: E
in

religion
sgesch

ich
tlich

er V
ersu

ch
 (T

exte u
n

d
 U

n
tersu

ch
u

n
gen

 zu
r

G
esch

ch
ite der altch

ristlich
en

 L
iteratu

r X
V

.4)(L
eipzig: H

in
rich

s, 1897).
W

. 
B

o
u

s
s

e
t, 

“D
ie

 
H

im
m

e
ls

re
is

e
 

d
e

r 
S

e
e

le
,” 

A
rch

iv
 

fü
r

R
eligion

sw
issen

sch
aft 4

 (1
9

0
1

), S
.1

3
6

-1
6

9
 u

. 2
2

9
-2

7
3

 (N
eu

d
ru

ck
,

D
a

rm
sta

d
t: W

issen
sch

a
ftlich

e B
u

ch
sg

esellsch
a

ft, 1
9

7
1

). id
em

,
H

au
ptploblem

e der G
n

osis (G
ttin

gen
 V

an
den

h
oech

 &
 R

u
prech

t:, 1907).
15 T

ree of G
n

osis,  p.53.
16 ibid.
17 

注13

を
参
照
。

18 T
ree of G

n
osis,  p.51.

19 ibid.
20 ibid.
21 ibid. 

最
近
の
グ
ノ
ー
シ
ス
（
主
義
）
の
起
源
の
研
究
に
か
か
わ
っ
て
、
私
が
注13

で
言
及
し
て
い
る
ペ
ト
ル
マ
ン
の
評
言
も
参
照
。

22 T
ree of G

n
osis, p.52.

23 

「
歴
史
の
神
話
論
（m

yth
ology of h

istory

）」
と
い
う
言
葉
は
文
字
通
り
見
出

せ
な
い
が
、
こ
こ
で
の
議
論
は
、Jam

es Tu
lly ed., M

ean
in

g an
d C

on
text:

Q
u

en
tin

 S
kin

n
er an

d h
is C

ritics  (C
am

bridge: P
olity P

ress, 1988).

特

に
、
そ
の
著
作
に
第
２
章
と
し
て
収
め
ら
れ
て
い
る
ス
キ
ナ
ー
自
身
の
論
文

“M
ean

in
g an

d u
n

derstan
din

g in
 th

e h
istory of ideas” 

な
ど
の
議
論
に
よ
る

と
思
わ
れ
る
。
ク
ェ
ン
テ
ィ
ン
・
ス
キ
ナ
ー
『
思
想
史
と
は
な
に
か
： 

意
味
と
コ
ン

テ
ク
ス
ト
』
半
澤
孝
麿
・
加
藤
節
編
訳
、
岩
波
書
店
、
一
九
九
〇
年
も
参
照
。

24 T
ree of G

n
osis,  p.52.

た
だ
し
、〈 

〉
内
は
原
文
イ
タ
リ
ッ
ク
。
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25 ibid.

〈 

〉
内
は
原
文
イ
タ
リ
ッ
ク
。

26 
グ
ノ
ー
シ
ス
（
主
義
）
を
ユ
ダ
ヤ
か
ら
引
き
離
そ
う
と
い
う
目
論
見
は
、
い
ま
や

「
宗
教
史
学
派
」
の
伝
統
に
連
な
る
研
究
に
お
い
て
も
、
む
し
ろ
当
初
と
は
逆
の
結
論

（
グ
ノ
ー
シ
ス
（
主
義
）
の
、
キ
リ
ス
ト
教
と
は
独
立
し
た
ユ
ダ
ヤ
教
周
辺
起
源
説
）

に
到
達
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
例
え
ば
、
グ
ノ
ー
シ
ス
（
主
義
）
の
「
起

源
」
に
か
ん
し
て
は
、「
宗
教
史
学
派
」
的
な
探
究
の
過
程
で
、
必
要
以
上
に
ユ
ダ

ヤ
・
キ
リ
ス
ト
教
、
な
か
ん
ず
く
キ
リ
ス
ト
教
そ
の
も
の
か
ら
引
き
離
さ
れ
て
し

ま
っ
て
い
る
（
注13

参
照
）、
と
い
う
の
が
ク
リ
ア
ー
ノ
が
言
わ
ん
と
す
る
と
こ
ろ

だ
と
思
わ
れ
る
が
、
明
示
さ
れ
て
は
い
な
い
。

27 

こ
の
ブ
ル
ト
マ
ン
〔R

. B
u

ltm
an

n
, 1884-1976

〕
に
言
及
し
た
部
分
な
ど
が
、
私

自
身
の
も
っ
と
も
狭
い
研
究
領
域
で
あ
る
、
新
約
聖
書
の
ヨ
ハ
ネ
福
音
書
研
究
と
本
稿

で
と
り
あ
げ
て
い
る
よ
う
な
ク
リ
ア
ー
ノ
の
ド
イ
ツ
宗
教
史
学
派
に
た
い
す
る
批
判
と

が
切
り
結
ぶ
点
な
の
で
あ
る
。
か
つ
て
読
ん
だ
、
ブ
ル
ト
マ
ン
の
ヨ
ハ
ネ
福
音
書
、
特

に
そ
の
プ
ロ
ロ
ー
グ
の
起
源
に
関
す
る
ブ
ル
ト
マ
ン
の
論
文
（R
. B

u
ltm

an
n

, “D
er

re
lig

io
n

s
g

e
s

ch
ich

tlich
e

 
H

in
te

rg
ru

n
d

 
d

e
s

 
P

ro
lo

g
s

 
z

u
m

Joh
an

n
esevan

gereiu
m

” (1923), “D
ie B

edeu
tu

n
g der n

eu
ersch

lossen
en

m
an

d
äisch

en
 u

n
d

 m
an

ich
äisch

en
 Q

u
ellen

 fü
r d

as V
erstän

d
n

is d
es

Joh
an

n
esevan

geliu
m

s” (1925), E
X

E
G

E
T

IC
A

 [M
oh

r/S
iebeck

:T
bin

gen
,

1967, S
. 10-35 u

. 55-104].

杉
原
助
訳「
ヨ
ハ
ネ
福
音
書
の
序
文
の
宗
教
史
的
背
景
」、

「
最
近
解
明
さ
れ
た
マ
ン
ダ
教
・
マ
ニ
教
資
料
と
ヨ
ハ
ネ
福
音
書
」『
聖
書
学
論
文
集
Ⅰ
』

（
ブ
ル
ト
マ
ン
著
作
集
７
）
新
教
出
版
社
、
一
九
八
二
年
）
は
、
最
近
必
要
が
あ
っ
て
ま

た
読
み
返
し
た
の
だ
が
、
両
論
文
の
も
つ
文
献
学
的
議
論
の
緻
密
さ
と
、
そ
の
大
胆
な

結
論
（「
マ
ン
ダ
教
徒
こ
そ
ヨ
ハ
ネ
的
キ
リ
ス
ト
教
の
前
提
で
は
な
い
か
と
問
わ
れ
た
宗

教
集
団
で
は
な
い
の
か
」〔E

X
E

G
E

T
IC

A
, S

.100

〕）
と
の
乖
離
が
腑
に
落
ち
な
か
っ

た
こ
と
を
懐
か
し
く
も
思
い
出
す
。
な
ぜ
、
ブ
ル
ト
マ
ン
の
結
論
が
「
大
胆
」
な
の
か

と
い
う
と
、
マ
ン
ダ
教
の
「
起
源
」
の
年
代
を
非
常
に
早
く
見
積
も
る
か
ら
で
あ
る
。
つ

ま
り
、
ブ
ル
ト
マ
ン
な
ど
の
考
え
に
即
せ
ば
、
現
存
す
る
マ
ン
ダ
教
文
書
の
も
っ
と
も

古
い
写
本
は
紀
元
後
一
六
世
紀
（
大
貫
に
よ
れ
ば
マ
ン
ダ
教
文
書
の
記
述
は
紀
元
後

「
七
世
紀
以
降
」
；
大
貫
隆
『
世
の
光
イ
エ
ス
』（
福
音
書
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
―
④
）
講

談
社
、
一
九
八
四
年
、
三
〇
頁
。
さ
ら
に
、K

．
ル
ド
ル
フ
〔K

u
rt R

u
dolph

〕
に
よ

れ
ば
、
そ
う
い
っ
た
文
書
の
一
部
は
「
三
世
紀
に
は
存
在
し
て
い
た
」
；K

. R
u

dolph
,

D
ie G

nosis. W
esen und G

eschchite einer spätantiken R
eligion

 [G
öttin

gen
:

V
an

den
h

oeck
 &

 R
u

prech
t, 1990

3.

大
貫
隆
他
訳
『
グ
ノ
ー
シ
ス 

古
代
末
期
の
一

宗
教
の
本
質
と
歴
史
』
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
一
年
、
三
八
〇
頁]

）
の
も
の
で
あ
る
に
過

ぎ
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
文
書
化
以
前
の
段
階
を
も
推
測
し
て
、
そ
の
「
起
源
」
を

紀
元
一
世
紀
（
大
貫
隆
「
マ
ン
ダ
教
団
」『
キ
リ
ス
ト
教
辞
典
』
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
二

年
、
一
〇
七
七
頁
参
照
）
ど
こ
ろ
か
、
さ
ら
に
遡
る
（
ル
ド
ル
フ
に
よ
れ
ば
、「
原
始
マ

ン
ダ
教
的
集
団
（
？
）〔u

rm
an

däisch
e G

em
ein

de (?)

〕」
が
紀
元
前
！142-63

年

に
か
け
て
迫
害
さ
れ
、
紀
元
前
１
〜
紀
元
後
２
世
紀
に
か
け
て
「
マ
ン
ダ
教
原
始
教
団

〔M
an

däisch
e U

rgem
ein

de

〕」
が
ヨ
ル
ダ
ン
川
東
岸
に
い
た
〔
た
だ
し
、
こ
れ
も

（
？
）
つ
き
だ
が
〕
と
い
う
；K

. R
u

d
olp

h
, „M

a
n

d
ä

ism
u

s in
 d

er n
eu

eren
G

n
osisforsch

u
n

g,“ G
n

osis. F
estsch

rift fü
r H

an
s Jon

as [G
öttin

gen
:

V
an

den
h

oeck &
 R

u
prech

t, 1978, S
.274]

）と
推
定
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
例
え
ば
、
ペ
ト
ル
マ
ン
は
、「
マ
ン
ダ
教
を
紀
元
後
三
世
紀
以
前
に
（
む
し
ろ

四
世
紀
と
す
ら
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
）
に
遡
ら
せ
る
こ
と
は
非

常
に
困
難
な
の
で
あ
る
」（L

e D
ieu

 séparé, p.650

）
と
述
べ
て
い
る
。
残
念
な
が

ら
、
ク
リ
ア
ー
ノ
は
、
マ
ン
ダ
教
に
つ
い
て
も
い
く
つ
か
言
及
は
あ
る
も
の
の

（P
sych

an
odia I , pp. 17 an

d 21

）、
マ
ン
ダ
教
文
書
や
マ
ン
ダ
教
自
体
の
起
源
に

か
ん
し
て
は
具
体
的
な
見
解
を
述
べ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
グ
ノ
ー
シ
ス
主
義
の
起
源

に
か
ん
し
て
あ
る
意
味
で
彼
と
研
究
の
方
向
性
を
同
じ
く
す
る
ペ
ト
ル
マ
ン
は
、H

.-
C

h
. 

ピ
ュ
エ
シ
ュ
（H

en
ri-C

h
a

rles P
u

esh
, ｫ L

e M
a

n
d

éism
eｻ , H

istoire
gén

érale des religion
s, t.III [P

aris, 1945]

）
な
ど
に
拠
り
な
が
ら
、
マ
ン
ダ
教

文
書
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
教
の
聖
書
か
ら
の
影
響
を
指
摘
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
上
記

の
よ
う
に
は
る
か
昔
ま
で
マ
ン
ダ
教
の
「
起
源
」
を
遡
ら
せ
る
こ
と
、
ま
し
て
や
、
マ

ン
ダ
教
や
マ
ン
ダ
教
文
献
を
（
ブ
ル
ト
マ
ン
の
よ
う
に
）
あ
る
種
の
キ
リ
ス
ト
教
や
ヨ

ハ
ネ
福
音
書
な
ど
の
成
立
と
結
び
つ
け
る
こ
と
に
、
ペ
ト
ル
マ
ン
は
反
対
な
の
で
あ
る

（L
e D

ieu
 séparé  

特
にpp.649-656

参
照
）。
マ
ン
ダ
教
は
「
さ
ま
ざ
ま
な
理
由
に

よ
っ
て
謎
の
ま
ま
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
マ
ン
ダ
教
資
料
を
用
い
る
さ
い
に
は
、
二
〇
世
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紀
の
初
頭
に
聖
書
解
釈
を
悩
ま
せ
た
か
の
（
Ａ
・
ロ
ワ
ジ
ー
〔A

lfred L
oisy, 1857-

1940
〕

の
言
葉
に
よ
れ
ば
《
マ
ン
ダ
教
熱
》〔
ど
う
で
も
い
い
こ
と
で
あ
る
が
、
ル
ド
ル
フ[K

.
R

u
d

olp
h

, „M
an

d
äism

u
s in

 d
er n

eu
eren

 G
n

osisforsch
u

n
g,“ G

n
osis.

F
estsch

rift fü
r H

an
s Jon

as, S
.246]

に
よ
れ
ば
、
こ
の
言
葉
は
Ｍ
・
Ｊ
・
ラ
グ
ラ

ン
ジ
ュ[M

.-J. L
agran

ge, 1855

‐1938]

が
言
っ
た
こ
と
に
な
っ
て
い
る
が
、
ど
ち

ら
が
正
し
い
の
で
あ
ろ
う
か
？
〕
に
屈
す
る
こ
と
な
く
、
慎
重
さ
が
要
求
さ
れ
る
こ
と

は
間
違
い
な
い
」（C

. P
errot, “M

an
d

éism
e,” D

iction
n

aire d
es religion

s
[P

aris: P
U

F, 1984], pp. 1020f.

）
な
ど
と
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、
わ
が
国
で
は
、

こ
の
問
題
に
か
ん
し
て
も
ブ
ル
ト
マ
ン
以
来
の
、
ヨ
ハ
ネ
福
音
書
と
「
原
始
マ
ン
ダ
教

団
」（
大
貫
隆
『
世
の
光
イ
エ
ス
』
二
七
頁
；
上
記
ル
ド
ル
フ
の
「
マ
ン
ダ
教
原
始
教
団
」

に
あ
た
る
か
と
思
わ
れ
る
）
と
の
「
起
源
」
に
お
け
る
関
係
が
有
力
な
推
測
と
し
て
紹

介
さ
れ
て
い
る
（
大
貫
隆
『
世
の
光
イ
エ
ス
』、
特
に
二
六
‐
三
二
頁
）。

ち
な
み
に
、
大
貫
に
よ
れ
ば
、「
最
近
の
グ
ノ
ー
シ
ス
研
究
で
は
、
グ
ノ
ー
シ
ス
主
義

の
歴
史
的
な
起
源
地
を
、
ま
さ
に
紀
元
前
後
の
ユ
ダ
ヤ
教
の
周
縁
に
展
開
し
た
洗
礼
者

教
団
の
中
に
見
い
だ
そ
う
と
す
る
説
が
有
力
に
な
り
つ
つ
あ
〔
り
〕」（『
世
の
光
イ
エ

ス
』
二
八
頁
）、
そ
れ
ら
い
ま
だ
「
主
義
」
と
は
い
え
な
い
よ
う
な
「
ユ
ダ
ヤ
教
グ
ノ
ー

シ
ス
」
の
「
も
の
の
考
え
方
と
言
葉
遣
い
を
〔
ヨ
ハ
ネ
福
音
書
が
〕
受
け
継
い
で
い
る
」

（
同
三
二
頁
）
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
こ
で
は
、
ま
た
し
て
も
グ
ノ
ー

シ
ス
主
義
の
「
起
源
」
の
問
題
が
、
マ
ン
ダ
教
と
い
う
宗
教
集
団
の
「
起
源
」
や
ヨ
ハ

ネ
福
音
書
の
「
起
源
」
の
問
題
と
微
妙
に
絡
み
合
っ
て
い
る
こ
と
に
気
づ
か
さ
れ
る
の

で
あ
る
。
し
か
し
、
わ
れ
わ
れ
は
、
こ
の
よ
う
な
、
と
り
わ
け
「
起
源
」
を
め
ぐ
る
説

明
の
こ
と
ご
と
く
が
（
根
深
い
）
反
論
に
晒
さ
れ
て
い
る
仮
説
に
す
ぎ
ず
、
上
記
の
よ

う
な
歴
史
的
推
定
は
、
い
ず
れ
に
せ
よ
仮
説
に
つ
ぐ
仮
説
、
仮
説
に
も
と
づ
く
仮
説
に

よ
っ
て
成
り
立
っ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
こ
と
に
注
意
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
ふ
た
た
び
、

こ
う
い
っ
た
ヨ
ハ
ネ
福
音
書
の
「
起
源
」
に
つ
い
て
の
議
論
も
ま
た
、
ク
リ
ア
ー
ノ
に

言
わ
せ
れ
ば
、
ド
イ
ツ
宗
教
史
学
派
の
遠
く
極
東
に
ま
で
及
ん
だ
影
響
の
一
つ
な
の
で

あ
ろ
う
か
（
ル
ド
ル
フ
も
、
こ
の
ヨ
ハ
ネ
福
音
書
の
「
起
源
」
と
マ
ン
ダ
教
と
の
関
係

と
い
う
問
題
に
か
ん
し
て
は
、
こ
の
注
の
冒
頭
で
掲
げ
た
ブ
ル
ト
マ
ン
の
研
究
を
出
発

点
と
す
る
こ
と
を
記
し
て
い
る
；K

. R
u

dolph
, „M

an
däism

u
s in

 der n
eu

eren

G
n

osisforsch
u

n
g,“ G

n
osis. F

estsch
rift fü

r H
an

s Jon
as , S

.245

））
？ 

注13

も
参
照
。

28 

本
文
で
縷
々
述
べ
た
よ
う
な
ク
リ
ア
ー
ノ
の
ド
イ
ツ
宗
教
史
学
派
に
対
す
る
指
摘

が
、
文
字
通
り
歴
史
的
に
正
し
い
の
か
否
か
は
、
重
要
な
思
想
史
的
検
討
課
題
で
あ

る
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
私
の
手
に
あ
ま
る
作
業
で
あ
る
と
も
言
え
る
が
、
今
後
の
研
究

課
題
と
し
た
い
（
当
該
時
代
の
ド
イ
ツ
に
お
け
る
さ
ま
ざ
ま
な
領
域
に
わ
た
る
「
民

族
主
義
的völk

isch

」
な
動
向
の
複
雑
さ
は
、
例
え
ば
、
上
山
安
敏
『
神
話
と
科
学
』

（
岩
波
現
代
文
庫
）
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
一
年
〔
一
九
八
四
年
〕、
な
ど
の
研
究
に
垣

間
見
る
こ
と
が
で
き
る
）。
こ
の
ク
リ
ア
ー
ノ
の
、
い
わ
ば
「
う
が
っ
た
」
と
言
わ
れ

て
も
し
ょ
う
が
な
い
よ
う
な
見
方
の
真
偽
は
と
も
か
く
と
し
て
（
い
や
む
し
ろ
、
た

と
え
こ
の
ク
リ
ア
ー
ノ
見
方
が
い
さ
さ
か
「
う
が
ち
す
ぎ
」
だ
と
し
て
も
）、
こ
の
よ

う
な
グ
ノ
ー
シ
ス
主
義
や
ほ
か
な
ら
ぬ
聖
書
そ
の
も
の
の
探
究
を
も
巻
き
込
ん
だ
初

期
キ
リ
ス
ト
教
思
想
史
の
「
歴
史
的
」
研
究
に
つ
い
て
す
ら
（
い
や
、
キ
リ
ス
ト
教

思
想
史
の
研
究
だ
か
ら
こ
そ
）、
こ
う
い
っ
た
政
治
的
見
方
が
可
能
で
あ
る
こ
と
、
あ

る
い
は
も
し
か
す
る
と
そ
う
い
っ
た
見
方
こ
そ
不
可
欠
で
あ
る
こ
と
を
、
私
が
知
ら

し
め
ら
れ
た
の
は
、
こ
の
ク
リ
ア
ー
ノ
に
よ
っ
て
で
あ
る
こ
と
は
明
記
し
て
お
き
た

い
。

29 

こ
れ
以
前
の
ク
リ
ア
ー
ノ
の
著
作
は
、
彼
と
同
じ
ル
ー
マ
ニ
ア
出
身
で
、
彼
の
師
と

も
援
助
者
と
も
言
え
る
存
在
、
最
終
的
に
は
ク
リ
ア
ー
の
自
身
が
シ
カ
ゴ
大
学
で
そ
の

後
任
者
と
も
な
っ
た
ミ
ル
チ
ャ
・
エ
リ
ア
ー
デ
に
か
ん
す
るO

rizzon
te F

ilosofico
(A

ssisi: C
ittadella E

ditrice, 1978)

と
、
グ
ノ
ー
シ
ス
主
義
に
つ
い
て
の
研
究
書

Iter in
 silvis: S

aggi scelti su
lla gn

osi e altristu
di,  V

ol. I G
n

osis, n
o. 2

(M
essin

a: E
D

A
S

, 1981)

の
二
つ
で
あ
る
。
エ
リ
ア
ー
デ
に
つ
い
て
の
最
初
の
著
作

と
、
そ
れ
に
よ
っ
て
生
じ
た
エ
リ
ア
ー
デ
と
の
あ
る
種
の
葛
藤
に
つ
い
て
は
、A

n
ton

,

E
ros, M

agic, an
d th

e M
u

rder of P
rofessor C

u
lian

u
, pp. 97-100

を
参
照
。

ま
た
、ibid., p.103

で
は
、
ク
リ
ア
ー
ノ
が
オ
ラ
ン
ダ
人
研
究
者M

. J. V
erm

aseren

に
こ
の
博
士
論
文P

sych
an

odia

の
出
版
を
打
診
し
た
が
出
版
し
て
く
れ
な
か
っ
た
、

と
書
か
れ
て
い
る
が
、P

sych
an

odia

Ｉ
の
謝
辞
で
は
、
そ
のV

erm
aseren

が
本
書



14

をB
lill

社
の
叢
書É

tu
des P

rélim
in

aires

と
し
て
出
版
す
る
よ
う
に
推
薦
し
て
く

れ
た
、
と
感
謝
の
言
葉
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
（P

sych
an

odia

Ｉ, ix

）。

30 

ク
ル
ア
ー
ン
の
一
七
章
に
書
か
れ
て
い
る
、
ム
ハ
ン
マ
ド
が
ア
ッ
ラ
ー
に
よ
っ
て

マ
ス
ジ
ド
・
ハ
ラ
ー
ム
（
マ
ッ
カ
の
カ
ア
バ
神
殿
と
解
釈
さ
れ
る
）
か
ら
マ
ス
ジ
ド
・

ア
ク
サ
ー
（
楽
園
、
や
が
て
エ
ル
サ
レ
ム
の
ア
ク
サ
ー
・
モ
ス
ク
と
解
釈
さ
れ
る
）

ま
で
旅
を
し
た
と
い
う
伝
承
。

31 

前
注
と
同
じ
ク
ル
ア
ー
ン
の
一
七
章
に
も
と
づ
く
伝
承
で
あ
る
が
、
や
が
て
そ
の

「
夜
の
旅
（
イ
ス
ラ
ー
）」
と
は
区
別
さ
れ
、
神
の
御
前
に
至
る
「
昇
天
（
ミ
ウ
ラ
ー

ジ
ュ
）」
と
し
て
ハ
デ
ィ
ー
ス
や
ク
ル
ア
ー
ン
注
釈
、『
預
言
者
伝
』
な
ど
に
よ
っ
て
、

天
使
に
導
か
れ
て
、
梯
子
に
よ
っ
て
、
天
馬
に
跨
っ
て
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
か
た
ち

で
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
こ
の
預
言
者
の
「
昇
天
」
は
、
神
秘
主
義
（
ス
ー

フ
ィ
ズ
ム
）
に
よ
っ
て
、
神
と
の
合
一
体
験
と
重
ね
て
理
解
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

32 P
sych

an
odia I , p. 1.

33 ibid., p.5.
34 ibid., p.5.
35 ibid. pp.5-15.
36 ibid., pp.6ff.
37 ibid., p.8
38 ibid., p.11. L

ew
y

の
著
作
と
は
、C

h
aldaean

 O
racles an

d T
h

eu
rgy.

M
ysticism

, M
agic an

d P
laton

ism
 in

 th
e later R

om
an

 E
m

pire (L
e

C
aire, 1956)

で
あ
る
。
ク
リ
ア
ー
ノ
の
注
記
に
よ
れ
ば
、
こ
の
本
は
非
常
に
手
に
入

り
づ
ら
い
と
の
こ
と
で
あ
る
。

39 ibid., p.18.

ア
ン
ツ
の
著
作
に
つ
い
て
は
注14

を
参
照
。

40 ibid., p.19.

ク
リ
ア
ー
ノ
に
よ
っ
て
論
駁
さ
れ
て
い
る
ブ
セ
ッ
ト
の
説
は
、
注14

に
あ
げ
た
彼
の
著
作
に
お
い
て
提
出
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

41 ibid.
42 ibid., p.20.

た
だ
し
、
傍
点
は
引
用
者
佐
々
木
に
よ
る
。

43 ibid., p.21.

た
だ
し
、〈 

〉
内
は
原
文
イ
タ
リ
ッ
ク
。

44 ibid., p.66, n
.25.

45 ibid., p.21.
46 ibid., p.22.

引
用
文
中
の
「
ク
ロ
ル
〔Joseph

 K
roll, 1889-

未
詳
〕」
の
「
結

論
」
と
は
、J. K

roll, D
ie H

im
m

elfah
rt der S

eele in
 der A

n
tike (K

öln
er

U
n

iversitäts-R
eden

, 27) (K
öln

, 1931)

の
も
の
で
あ
る
。

47 

こ
の
引
用
箇
所
に
は
書
か
れ
て
い
な
い
が
、
こ
こ
で
「
前
提
」
と
な
っ
て
い
る

「
世
界
の
新
た
な
見
方
」
と
言
わ
れ
て
い
る
の
は
、
お
そ
ら
く
、
キ
リ
ス
ト
教
に
よ
る

も
の
だ
と
言
い
た
い
の
だ
ろ
う
。
注13

に
お
け
る
、
グ
ノ
ー
シ
ス
主
義
の
起
源
に
つ

い
て
の
ク
リ
ア
ー
ノ
考
え
を
参
照
。

48 P
sych

an
odia I , p.23.

49 

注13

、26

、27

を
参
照
。

50 P
sych

an
odia I , pp.23-26.

こ
こ
で
と
り
あ
げ
ら
れ
て
い
る
ロ
ー
デ
の
著
作
はE

.
R

oh
de, P

sych
e, E

n
g. T

r. W
. K

. C
. G

u
th

rie (n
ew

 Y
ork

, 1966)

、
デ
ィ
ー
テ

リ
ッ
ヒ
の
著
作
はA

. D
ieterich

, N
ekyia. B

eiträge zu
r R

eligion
sgesch

ich
te

des spteren
 A

ltertu
m

 (1981)(reprin
t)(A

alen
, 1973).

ま
た
、
後
者
に
類
似
す

る
考
え
を
提
出
し
た
も
の
と
し
て
、E

. R
. D

od
d

s, T
h

e G
reek

 an
d Irration

al
(B

erkeley-L
os A

n
gels: 1951)

、
岩
田
靖
夫
・
水
野
一
訳
『
ギ
リ
シ
ャ
人
と
非
理
性
』

み
す
ず
書
房
、
一
九
七
二
年
、
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。

51 A
. D

elatte, E
tu

des su
r la littératu

re ph
yth

agoricien
n

e  (P
aris, 1915).

52 F. C
u

m
on

t, A
strology an

d R
eligion

 am
on

g th
e G

reeks an
d R

om
an

s
(N

ew
 Y

orok
-L

on
don

, 1912). idem
,  A

fter L
ife in

 R
om

an
 P

agan
ism

 (N
ew

H
aven

 1922). idem
, R

ech
erch

es su
r le sym

bolism
e fu

n
éraire des

R
om

ain
s (P

aris, 1942). idem
, L

u
x perpetu

a  (P
aris, 1949).

53 P
sych

an
odia I , p. 47.

54 P. D
in

zelbach
er, D

ie Jen
seitsbrü

cke im
 M

ittelalter  (D
iss. U

n
i. W

ien
,

104)(V
ien

n
a, 1973.

の
説
。

55 P
sych

an
odia I , p.58.

56 ibid.
57 

「
狭
い
橋
」
の
モ
チ
ー
フ
と
は
、
概
略
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
こ
の
橋
は
、

い
わ
ば
魂
の
審
判
の
役
目
を
果
た
す
の
で
あ
り
、
義
人
が
渡
ろ
う
と
す
る
と
き
に
は



15

広
く
、
彼
ら
は
渡
り
き
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
が
、
悪
人
が
渡
ろ
う
と
す
る
と
、

そ
れ
は
時
に
「
刃
」
の
よ
う
に
細
く
な
っ
て
、
彼
ら
は
深
遠
に
転
落
し
て
し
ま
う
の

で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
「
狭
い
橋
」
モ
チ
ー
フ
に
つ
い
て
、「
イ
ラ
ン
起
源
」
な
ど

を
考
え
る
な
ど
と
い
う
の
は
余
計
な
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
は
、
エ
ズ
ラ
の
黙
示
録
す

な
わ
ち
「
第
四
エ
ズ
ラ
書
（
ラ
テ
ン
語
）」
第
７
章
に
見
ら
れ
る
「
狭
い
道
」
の
話
し

の
よ
う
に
、「
ユ
ダ
ヤ
的
ま
た
ユ
ダ
ヤ
・
キ
リ
ス
ト
教
黙
示
（
文
学
）
的
」
起
源
を
持

ち
、
そ
れ
が
多
少
の
曲
折
を
経
な
が
ら
も
イ
ス
ラ
ー
ム
に
入
っ
て
き
て
い
る
、
と
考

え
る
の
で
あ
る
。

58 

注23

、
た
だ
し
、〈 

〉
内
は
原
文
イ
タ
リ
ッ
ク
。
ま
た
、
注23

が
付
さ
れ
た
近
辺

の
本
文
を
参
照
。

59 

例
え
ば
、P

sych
an

odia I , p.21
な
ど
で
は
、
グ
ノ
ー
シ
ス
主
義
者
た
ち
ど
う
よ
う
、

エ
ム
ペ
ド
ク
レ
ス
や
オ
ル
フ
ェ
ウ
ス
教
徒
た
ち
が
「
反
世
界
的
（an

ticosm
ic

）」
で
あ

る
と
同
時
に
「
反
身
体
的
（an

tisom
atic

）」
な
か
た
ち
の
二
元
論
を
と
っ
て
い
る
こ

と
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
な
「
起
源
」
に
つ
い
て
の
オ
ー
ソ
ド
ッ
ク
ス
な
記
述
も
散
見

さ
れ
る
；
「
オ
ル
フ
ェ
ウ
ス
教
徒
と
グ
ノ
ー
シ
ス
主
義
者
と
の
類
似
は
、
グ
ノ
ー
シ
ス

主
義
の
ギ
リ
シ
ャ
起
源
と
い
う
仮
説
へ
と
導
く
」。

6
0 

具
体
的
に
は
、P

sy
ch

a
n

o
d

ia
 

I

の
執
筆
年
代
に
近
い
フ
ラ
ン
ス
語
の
著
作

E
xpérien

ces de l’extase

を
読
み
解
く
こ
と
が
そ
の
作
業
と
な
る
だ
ろ
う
。A

n
ton

,
E

ros, M
agic, an

d th
e M

u
rder of P

rofessor C
u

lian
u

,  p.98
に
よ
れ
ば
、1979

年
ご
ろ
、
ク
リ
ア
ー
ノ
は
、
友
人
のG

ian
paolo R

om
an

ato

に
、「
僕
は
あ
ま
り
情
熱

を
感
じ
ず
に
、
エ
ク
ス
タ
シ
ー
体
験
に
つ
い
て
の
本
に
す
る
予
定
の
博
士
論
文
を
書
い

て
い
る
。
思
う
に
、
こ
れ
は
、
僕
の
最
初
で
最
後
の
完
全
に
学
問
的
な
本
に
な
る
だ
ろ

う
」（
傍
点
佐
々
木
）、
と
言
っ
た
と
書
か
れ
て
い
る
の
が
興
味
深
い
。


