
神
学
的
普
遍
性
を
巡
る
討
議

―
ス
ラ
ヴ
ォ
イ
・
ジ
ジ
ェ
ク
と
ジ
ョ
ン
・
ミ
ル
バ
ン
ク
に
よ
る
キ
リ
ス
ト
教
の
表
象

加

藤

喜

之

序

普
遍
的
な
神
学
の
可
能
性

キ
リ
ス
ト
教
の
普
遍
性
に
言
及
す
る
神
学
は
、
近
年
非
常
に
少
な
く
な
っ
て
き
て
い
る
。
多
文
化
主
義
や
寛
容
の
理
念
、
ま
た
政
治

的
に
正
し
い
差
異
を
強
調
し
た
他
者
と
の
関
係
が
求
め
ら
れ
る
現
代
に
お
い
て
、
特
定
の
宗
教
の
普
遍
性
に
言
及
す
る
行
為
が
熱
意
を

も
っ
て
受
け
入
れ
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
結
果
と
し
て
、
相
対
的
な
真
理
概
念
を
前
提
に
お
い
た
、
マ
ー
ケ
ッ
ト
フ
レ
ン

ド
リ
ー
な
、
そ
し
て
歴
史
的
に
興
味
深
い
神
学
研
究
が
生
産
さ
れ
て
い
る
状
況
が
あ
る
。

ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
言
語
ゲ
ー
ム
を
神
学
的
に
適
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
ま
れ
た
イ
ェ
ー
ル
学
派
を
筆
頭
に
、
そ
れ
ぞ
れ

の
伝
統
や
信
仰
に
よ
っ
て
堅
固
に
構
築
さ
れ
た
神
学
が
、
宗
教
対
象
の
普
遍
性
や
真
理
を
問
う
こ
と
は
ま
れ
で
あ
る
。
共
同
体
の
内
部

で
伝
統
的
な
テ
ク
ス
ト
や
倫
理
規
範
の
意
味
を
問
う
作
業
は
行
う
が
、
共
同
体
が
前
提
と
し
て
い
る
現
代
の
経
済
的
・
政
治
的
な
普
遍

性
を
問
い
直
す
こ
と
は
な
い
の
で
あ
る
。

（
1
）
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ま
た
、
な
か
に
は
前
近
代
的
な
前
提
を
持
ち
続
け
、
現
行
の
学
術
的
な
規
範
に
収
ま
る
こ
と
な
く
、
信
奉
す
る
神
学
の
普
遍
性
を
疑

わ
な
い
原
理
主
義
者
は
い
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
問
題
は
、
原
理
主
義
者
の
前
近
代
的
な
神
学
が
逆
説
的
に
、
現
代
を
満
た
し
て
い
る
グ

ロ
ー
バ
ル
な
経
済
と
政
治
と
い
う
普
遍
性
の
な
か
に
浸
か
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
こ
と
に
あ
る
。
多
く
の
神
学
や
神
学
研
究
は
、
こ
の
現

代
の
普
遍
性
に
対
抗
し
う
る
普
遍
性
を
キ
リ
ス
ト
教
の
う
ち
に
見
い
だ
し
て
い
な
い
。

こ
の
よ
う
な
現
代
に
お
け
る
神
学
思
想
の
文
脈
の
な
か
で
、
二
つ
の
相
反
す
る
グ
ル
ー
プ
が
キ
リ
ス
ト
教
の
普
遍
性
に
つ
い
て
激
し

い
議
論
を
か
わ
し
て
い
る
。
ひ
と
つ
は
、
革
新
的
な
政
治
思
想
を
バ
ッ
ク
ボ
ー
ン
に
グ
ロ
ー
バ
ル
資
本
主
義
の
超
克
を
目
指
す
ア
ラ

ン
・
バ
デ
ィ
ウ
、
ジ
ョ
ル
ジ
ョ
・
ア
ガ
ン
ベ
ン
、
ス
ラ
ヴ
ォ
イ
・
ジ
ジ
ェ
ク
ら
で
あ
る
。
も
う
ひ
と
つ
の
グ
ル
ー
プ
は
、
グ
ラ
ハ
ム
・

ワ
ー
ド
、
キ
ャ
サ
リ
ン
・
ピ
ッ
ク
ス
ト
ッ
ク
、
ジ
ョ
ン
・
ミ
ル
バ
ン
ク
ら
に
よ
っ
て
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
大
学
で
九
〇
年
代
に
始
め
ら
れ
た

「
ラ
デ
ィ
カ
ル
・
オ
ー
ソ
ド
ク
シ
ー
」
と
い
う
神
学
運
動
で
あ
る
。
な
か
で
も
、
ラ
カ
ン
派
ヘ
ゲ
リ
ア
ン
の
ジ
ジ
ェ
ク
と
新
プ
ラ
ト
ン
主

義
的
神
学
者
ミ
ル
バ
ン
ク
の
倒
錯
的
と
も
い
え
る
崇
高
な
議
論
は
、
二
〇
〇
二
年
に
ジ
ジ
ェ
ク
が
、
当
時
ミ
ル
バ
ン
ク
が
教
鞭
を
と
っ

て
い
た
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
大
学
で
の
カ
ン
フ
ァ
レ
ン
ス
に
招
か
れ
た
時
に
始
ま
っ
た
。
以
来
、
二
人
は
政
治
、
存
在
論
、
神
学
に
つ
い
て

の
議
論
を
深
め
て
お
り
、
二
〇
〇
五
年
に
は
、
ジ
ジ
ェ
ク
が
編
集
す
る
シ
リ
ー
ズ
か
ら
『
神
学
と
政
治
的
な
も
の

―
新
た
な
る
議
論
』

と
い
う
論
集
が
出
版
さ
れ
る
。
二
〇
〇
九
年
に
は
、『
キ
リ
ス
ト
の
怪
物
性

―
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
か
弁
証
法
か
？
』
と
い
う
共
著
が
、
ま

た
、
二
〇
一
〇
年
に
は
『
パ
ウ
ロ
の
新
し
い
瞬
間
』
と
い
う
論
集
が
発
表
さ
れ
て
い
る
。

ジ
ジ
ェ
ク
の
思
想
は
一
九
八
九
年
の
『
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
崇
高
な
る
対
象
』
以
来
、
様
々
な
か
た
ち
で
研
究
さ
れ
、
批
判
さ
れ
て
き

た
。
『
厄
介
な
る
主
体
』（
一
九
九
九
年
）
以
降
、
顕
著
と
な
っ
た
キ
リ
ス
ト
教
へ
の
言
及
に
焦
点
を
当
て
た
代
表
的
な
研
究
と
し
て
、

ダ
ポ
ー
ル
ト
レ
と
コ
ツ
コ
の
も
の
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
ダ
ポ
ー
ル
ト
レ
の
研
究
で
は
、
ジ
ジ
ェ
ク
の
キ
リ
ス
ト
論
が
、
ジ
ャ
ン

ニ
・
ヴ
ァ
ッ
テ
ィ
モ
と
ル
ネ
・
ジ
ラ
ー
ル
の
思
想
と
共
に
簡
潔
に
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
コ
ツ
コ
は
、
包
括
的
な
ジ
ジ
ェ
ク
の
神
学

（
2
）

（
3
）

（
4
）

（
5
）
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）
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理
解
を
試
み
て
い
る
が
、
ジ
ジ
ェ
ク
を
近
代
自
由
主
義
神
学
の
継
承
者
と
し
て
理
解
し
よ
う
と
し
て
お
り
、
普
遍
性
を
巡
る
政
治
・
思

想
的
な
革
新
性
と
そ
の
脆
弱
性
を
取
り
逃
が
し
て
い
る
。

ミ
ル
バ
ン
ク
も
一
九
九
〇
年
に
発
表
さ
れ
た
『
神
学
と
社
会
理
論

―
世
俗
的
理
性
を
超
え
て
』
以
降
、
多
く
の
注
目
と
批
判
を
集

め
て
い
る
。
特
に
中
世
神
学
研
究
者
た
ち
が
、
ミ
ル
バ
ン
ク
の
ト
マ
ス
・
ア
ク
ィ
ナ
ス
や
ド
ゥ
ン
ス
・
ス
コ
ト
ゥ
ス
の
解
釈
に
疑
義
を

呈
し
た
『
ラ
デ
ィ
カ
ル
・
オ
ー
ソ
ド
ク
シ
ー
の
脱
構
築

―
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
神
学
、
修
辞
学
、
真
理
』
は
注
目
に
値
す
る
。
し
か
し
ミ

ル
バ
ン
ク
が
試
み
る
の
は
、
神
学
史
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
現
代
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
教
神
学
の
普
遍
性
の
再
構
築
な
の
で
、
根
本
的

な
批
判
に
は
な
っ
て
い
な
い
。
ま
た
他
に
も
、
正
教
や
改
革
派
の
立
場
か
ら
ミ
ル
バ
ン
ク
を
筆
頭
と
し
た
ラ
デ
ィ
カ
ル
・
オ
ー
ソ
ド
ク

シ
ー
運
動
を
批
判
す
る
研
究
書
も
あ
る
。

以
上
の
文
脈
を
ふ
ま
え
て
本
稿
で
は
、
ジ
ジ
ェ
ク
と
ミ
ル
バ
ン
ク
の
議
論
を
キ
リ
ス
ト
教
神
学
史
に
位
置
づ
け
つ
つ
、
現
代
を
政
治
・

経
済
的
に
席
巻
す
る
グ
ロ
ー
バ
ル
化
と
い
う
普
遍
性
に
キ
リ
ス
ト
教
の
普
遍
性
を
も
っ
て
対
抗
す
る
二
人
の
思
想
を
批
判
的
に
考
察
し

て
い
き
た
い
。
第
一
節
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
存
在
論
を
神
学
史
の
大
き
な
流
れ
の
な
か
で
分
析
し
て
い
く
。
第
二
節
で
は
、
キ
リ
ス
ト

教
の
普
遍
性
を
現
代
の
普
遍
的
な
政
治
・
経
済
を
乗
り
越
え
て
い
く
自
由
の
概
念
と
し
て
読
ん
で
い
く
。
そ
し
て
最
後
に
、
キ
リ
ス
ト

教
の
普
遍
性
に
関
す
る
今
後
の
研
究
の
課
題
を
明
ら
か
に
す
る
。

一

存
在
論
と
歴
史
観
（
あ
る
い
は
系
譜
学
）

は
じ
め
に
、
二
人
の
思
想
の
根
本
的
な
違
い
を
あ
ら
わ
す
存
在
論
と
、
ま
た
そ
の
差
異
の
根
拠
と
な
る
歴
史
観
を
明
ら
か
に
し
て
い

き
た
い
。
ま
ず
、
ジ
ジ
ェ
ク
の
存
在
論
を
理
解
す
る
た
め
に
、
彼
の
解
釈
す
る
ヘ
ー
ゲ
ル
の
弁
証
法
に
着
目
し
よ
う
。
弁
証
法
と
は
、

（
8
）

（
9
）

（

）
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）
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通
俗
的
に
言
え
ば
、
主
題
（thesis

）
が
あ
り
、
そ
れ
に
対
し
て
の
反
対
命
題
（antithesis

）
が
あ
り
、
そ
の
二
つ
の
立
場
を
調
和
的
に

昇
華
す
る
総
合
（synthesis

）
か
ら
構
成
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
ジ
ジ
ェ
ク
の
理
解
す
る
ヘ
ー
ゲ
ル
の
弁
証
法
は
、
反
対
命

題
が
そ
の
ま
ま
総
合
と
し
て
機
能
す
る
も
の
で
あ
る
。
ジ
ジ
ェ
ク
は
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

反
対
命
題
か
ら
総
合
へ
の
移
行
は
、
二
つ
の
も
の
を
一
つ
に
ま
と
め
る
新
し
い
物
語
が
加
え
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
こ
の
移
行

は
あ
く
ま
で
形
式
的
な
も
の
で
あ
り
、
主
観
的
に
反
対
命
題
が
、
既
に
総
合
で
あ
る
と
認
識
す
る
こ
と
に
あ
る
。

総
合
は
、
主
題
と
反
対
命
題
の
調
和
で
は
な
く
、
反
対
命
題
が
主
題
に
対
し
て
優
位
に
と
ど
ま
り
続
け
る
と
き
に
、
登
場
す
る
も
の
で

あ
る
。
主
題
と
反
対
命
題
を
調
停
す
る
第
三
の
も
の
が
あ
ら
わ
れ
る
の
で
は
な
い
。
主
題
を
否
定
す
る
そ
の
否
定
の
う
ち
に
と
ど
ま
り

続
け
る
こ
と
が
、
ジ
ジ
ェ
ク
の
理
解
す
る
止
揚
で
あ
る
。
そ
し
て
ジ
ジ
ェ
ク
の
語
る
こ
の
否
定
的
弁
証
法
が
あ
ら
わ
す
の
は
、
調
和
さ

れ
え
な
い
断
絶
が
、
あ
ら
ゆ
る
も
の
ご
と
の
根
底
に
存
在
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
調
和
を
成
立
さ
せ
る
い
っ
さ

い
の
試
み
は
、
常
に
失
敗
に
終
わ
る
。
こ
の
根
源
的
な
断
絶
と
調
和
さ
れ
え
な
い
差
異
が
、
ジ
ジ
ェ
ク
の
存
在
論
の
基
本
に
あ
り
、
ま

た
彼
の
あ
ら
ゆ
る
論
考
の
前
提
と
し
て
あ
る
。

で
は
、
ジ
ジ
ェ
ク
の
理
解
す
る
否
定
弁
証
法
を
も
っ
て
キ
リ
ス
ト
の
十
字
架
を
解
釈
す
る
と
ど
う
な
る
だ
ろ
う
か
。
伝
統
的
な
キ
リ

ス
ト
教
に
は
、
キ
リ
ス
ト
の
生
―

死
―

復
活
と
い
う
図
式
が
あ
る
が
、
ジ
ジ
ェ
ク
の
理
解
す
る
十
字
架
の
真
の
意
味
は
、
そ
れ
自
体
に

と
ど
ま
り
続
け
る
否
定
で
あ
る
。
つ
ま
り
復
活
に
よ
っ
て
、
断
絶
さ
れ
た
現
実
が
調
和
・
総
合
さ
れ
る
こ
と
は
な
く
、
反
対
命
題
で
あ

る
十
字
架
上
で
の
死
が
、
根
源
的
な
断
絶
性
、
存
在
論
的
に
調
和
さ
れ
え
な
い
差
異
を
表
し
て
い
る
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
ま
た
逆
に

い
え
ば
、
キ
リ
ス
ト
の
十
字
架
の
う
ち
に
見
い
だ
さ
れ
る
神
の
死
こ
そ
が
、
万
物
の
調
和
を
達
成
す
る
統
合
で
は
な
く
、
秩
序
か
ら
は

（

）
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み
で
る
残
余
や
過
剰
の
現
前
を
あ
ら
わ
す
反
対
命
題
と
い
う
否
定
弁
証
法
の
構
造
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
と
も
い
え
る
。

こ
れ
に
対
し
て
ミ
ル
バ
ン
ク
は
、
ジ
ジ
ェ
ク
の
存
在
論
に
顕
著
に
み
ら
れ
る
よ
う
な
近
代
の
世
俗
的
な
思
想
の
根
底
に
、
ス
コ
ト
ゥ

ス
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
、
そ
し
て
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
へ
と
つ
な
が
る
系
譜
か
ら
現
出
し
た
、
暴
力
の
存
在
論
（ontology

of

violence

）
を
み
る
。
根
源
的
な
調
和
が
生
じ
る
こ
と
な
く
、
他
者
を
従
え
る
欲
望
が
主
体
の
暴
力
へ
の
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
を
増
大
さ
せ

て
い
く
、
こ
の
世
俗
的
な
存
在
論
は
、
キ
リ
ス
ト
教
思
想
の
異
端
的
結
果
で
あ
る
と
ミ
ル
バ
ン
ク
は
系
譜
学
的
に
分
析
し
て
い
る
。
そ

し
て
暴
力
の
存
在
論
は
、
現
代
に
お
け
る
人
間
科
学
の
全
分
野
に
浸
透
し
て
お
り
、
現
代
社
会
に
お
け
る
様
々
な
行
き
詰
ま
り
は
、
こ

の
存
在
論
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
と
い
う
。

暴
力
の
存
在
論
と
は
、
ホ
ッ
ブ
ス
の
語
る
万
人
の
万
人
に
対
す
る
闘
争
の
よ
う
な
、
生
存
を
巡
る
不
可
逆
な
暴
力
性
に
顕
著
に
表
さ

れ
る
。
こ
れ
に
よ
る
と
個
体
と
し
て
の
人
間
は
、
調
和
を
自
然
的
に
求
め
る
の
で
は
な
く
、
他
者
の
抑
圧
と
支
配
を
求
め
る
。
そ
れ
ゆ

え
近
代
社
会
思
想
の
目
的
は
、
他
者
を
支
配
す
る
欲
望
に
よ
っ
て
突
き
動
か
さ
れ
る
、
こ
の
止
む
こ
と
の
な
い
暴
力
を
、
主
権
、
国
家
、

一
般
意
志
、
権
利
と
い
っ
た
概
念
に
よ
っ
て
制
限
す
る
こ
と
に
あ
る
。
し
か
し
ミ
ル
バ
ン
ク
に
よ
る
と
、
近
代
社
会
思
想
の
根
底
に
あ

る
暴
力
の
存
在
論
は
、
合
理
的
に
引
き
出
さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
現
実
社
会
に
お
け
る
闘
争
を
普
遍
化
し
て
、
存
在
論
の
レ
ベ
ル
で

の
前
提
と
し
た
結
果
で
あ
る
と
い
う
。
で
は
、
こ
の
暴
力
の
存
在
論
に
対
し
て
ミ
ル
バ
ン
ク
は
ど
の
よ
う
な
存
在
論
を
呈
示
す
る
の
だ

ろ
う
か
。

ミ
ル
バ
ン
ク
は
、
暴
力
に
対
す
る
平
和
の
存
在
論
（ontology

ofpeace

）
を
示
す
。
こ
の
平
和
の
存
在
論
を
獲
得
す
る
た
め
に
、
ミ

ル
バ
ン
ク
は
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
に
ま
で
戻
る
。
新
プ
ラ
ト
ン
主
義
の
影
響
を
多
大
に
受
け
た
ミ
ル
バ
ン
ク
の
解
釈
す
る
ア
ウ
グ
ス
テ

ィ
ヌ
ス
は
、
無
限
の
差
異
を
三
位
一
体
の
神
の
う
ち
に
読
み
込
む
こ
と
に
よ
っ
て
、
普
遍
と
特
殊
の
ア
ポ
リ
ア
に
陥
っ
た
古
代
ギ
リ
シ

ャ
の
哲
学
を
超
克
す
る
こ
と
に
成
功
し
た
と
さ
れ
る
。
プ
ラ
ト
ン
は
、
有
存
在
で
あ
り
自
己
同
一
で
合
理
的
な
も
の
と
非
存
在
で
矛
盾

（
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を
は
ら
む
差
異
を
、
統
一
し
た
弁
証
法
で
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
ま
た
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
も
、
特
殊
性
の
な
か
に
の
み
存

在
す
る
実
体
と
普
遍
の
問
題
を
と
ら
え
き
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
ア
ポ
リ
ア
に
対
す
る
一
つ
の
回
答
が
、
新
プ
ラ

ト
ン
主
義
の
存
在
論
で
あ
っ
た
。
し
か
し
新
プ
ラ
ト
ン
主
義
も
絶
対
的
な
単
一
性
を
強
調
す
る
あ
ま
り
、
同
様
の
ア
ポ
リ
ア
に
落
ち
て

い
く
。

こ
の
ア
ポ
リ
ア
へ
の
返
答
と
し
て
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
、
そ
し
て
彼
に
続
く
偽
デ
ィ
オ
ニ
シ
ウ
ス
、
エ
リ
ウ
ゲ
ナ
、
エ
ッ
ク
ハ
ル

ト
は
、
流
出
す
る
無
限
の
差
異
を
三
位
一
体
の
神
格
の
な
か
に
見
い
だ
し
た
と
ミ
ル
バ
ン
ク
は
論
じ
る
。
そ
れ
ゆ
え
あ
ら
ゆ
る
統
一
性

は
、
差
異
に
対
峙
す
る
ヒ
ュ
ポ
ス
タ
シ
ス
を
も
っ
た
現
実
態
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
差
異
の
秩
序
の
う
ち
に
み
ら
れ
る
調
和
を
主
観
的

に
感
知
し
た
も
の
な
の
で
あ
る
。
い
う
な
れ
ば
神
は
、
現
実
に
存
在
す
る
無
限
の
差
異
と
い
う
「
世
界
」
に
対
峙
す
る
「
実
体
」
で
は

な
く
、
そ
の
時
空
の
な
か
で
永
遠
に
展
開
す
る
無
限
の
差
異
こ
そ
が
、
神
の
自
己
実
現
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
ま
た
こ
こ
で
い
わ
れ

る
秩
序
と
は
、
美
学
的
に
と
ら
え
ら
れ
た
関
係
性
で
あ
り
、
自
己
同
一
性
や
類
似
性
に
依
拠
し
た
も
の
で
は
な
い
。
言
い
換
え
る
と
、

神
の
創
造
秩
序
と
い
っ
た
普
遍
的
な
象
徴
秩
序
が
法
と
と
も
に
存
在
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
限
り
な
く
広
が
っ
て
い
く
無
限
の
差
異

の
中
に
、
様
々
な
視
点
か
ら
生
ま
れ
る
美
学
的
な
関
係
性
が
あ
り
、
創
出
さ
れ
る
調
和
・
ア
ル
モ
ニ
ア
が
あ
る
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

そ
の
関
係
性
は
、
神
の
創
造
的
力
に
よ
っ
て
絶
え
間
な
く
変
化
を
続
け
、
人
間
の
創
造
性
の
現
出
で
あ
る
芸
術
さ
え
も
神
の
創
造
的
力

の
一
部
と
さ
れ
る
。
つ
ま
り
神
の
実
体
と
被
造
物
で
あ
る
世
界
は
、
因
果
関
係
に
あ
り
、
結
果
と
し
て
の
世
界
、
そ
し
て
そ
の
世
界
理

解
に
あ
ら
わ
れ
る
様
々
な
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
さ
え
も
、
す
べ
て
を
覆
い
包
む
神
の
う
ち
に
調
和
を
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

こ
の
ミ
ル
バ
ン
ク
の
存
在
論
は
、
一
見
前
近
代
的
で
あ
り
、
現
代
の
文
脈
で
は
呪
術
的
に
す
ら
映
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
ミ
ル

バ
ン
ク
に
よ
る
と
、
近
代
の
世
俗
化
の
根
底
に
あ
り
、「
科
学
的
」
な
思
考
を
可
能
に
し
て
い
る
枠
組
み
そ
れ
自
体
が
、
実
は
神
学
、
そ

れ
も
異
端
的
な
神
学
に
依
拠
し
て
い
る
と
さ
れ
る
。
こ
の
キ
リ
ス
ト
教
神
学
に
お
け
る
「
正
統
」
と
「
異
端
」
の
一
つ
の
大
き
な
分
岐
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点
を
、
参
与
す
る
神
と
い
う
概
念
を
不
可
能
に
し
た
十
三
世
紀
末
の
ラ
テ
ン
・
ア
ヴ
ェ
ロ
エ
ス
主
義
へ
の
譴
責
に
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

譴
責
以
降
、
神
学
思
想
は
、
ス
コ
ト
ゥ
ス
か
ら
オ
ッ
カ
ム
そ
し
て
ル
タ
ー
へ
の
流
れ
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
神
の
絶
対
的
な
力
（potentia

absoluta
）
と
意
志
を
重
要
視
し
て
い
く
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
神
学
が
、
暴
力
を
前
提
と
す
る
「
近
代
」
的
な
存
在
論
の
中
核
を
な
し

て
い
る
と
ミ
ル
バ
ン
ク
は
主
張
す
る
。

他
方
、
ジ
ジ
ェ
ク
の
キ
リ
ス
ト
教
理
解
は
、
十
三
世
紀
以
降
の
、
神
の
絶
対
的
な
力
を
重
視
し
た
思
想
的
な
流
れ
、
特
に
十
字
架
の

啓
示
を
重
視
す
る
宗
教
改
革
思
想
の
う
ち
に
そ
の
系
譜
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
地
上
へ
の
神
の
参
与
や
影
響
を
取
り
除
い
て
い
き
、

自
然
と
恩
寵
の
混
同
と
調
和
を
で
き
る
限
り
回
避
す
る
思
想
が
そ
れ
で
あ
っ
た
。
だ
か
ら
こ
そ
ジ
ジ
ェ
ク
は
、
宗
教
改
革
の
思
想
を
加

速
化
し
た
ヘ
ー
ゲ
ル
の
う
ち
に
真
の
キ
リ
ス
ト
教
の
解
釈
を
み
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
ジ
ジ
ェ
ク
は
、
自
身
の
キ
リ
ス
ト
教
理
解
が

正
統
的
な
理
解
で
あ
り
、
ミ
ル
バ
ン
ク
の
そ
れ
は
、「
万
物
の
調
和
」
と
い
う
異
教
的
な
夢
想
で
あ
り
、
一
切
を
底
知
れ
な
い
神
秘
的
な

根
源
に
帰
し
て
い
る
も
の
と
し
て
棄
却
す
る
。
見
え
な
い
も
の
が
見
え
る
も
の
に
よ
っ
て
表
象
さ
れ
て
い
る
と
理
解
す
る
ミ
ル
バ
ン
ク

は
、
神
の
概
念
は
世
界
に
開
か
れ
て
お
り
、
こ
の
世
界
の
歴
史
、
経
済
、
科
学
、
政
治
の
展
開
の
う
ち
に
神
の
多
様
な
姿
が
表
現
さ
れ

て
い
る
と
理
解
し
て
い
る
。
こ
れ
を
ジ
ジ
ェ
ク
は
、
宇
宙
の
生
成
と
運
動
に
神
を
連
動
さ
せ
た
異
教
以
外
の
な
に
も
の
で
も
な
い
と

排
す
る
。

こ
の
ジ
ジ
ェ
ク
の
考
え
に
対
し
て
ミ
ル
バ
ン
ク
は
、
ス
コ
ト
ゥ
ス
、
そ
し
て
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
が
造
り
上
げ
て
き
た
近
代
を
、

真
の
カ
ト
リ
シ
ズ
ム
を
も
っ
て
乗
り
越
え
る
べ
き
だ
と
論
じ
て
い
る
。
問
題
の
本
質
は
、「
無
神
論
か
キ
リ
ス
ト
教
か
」
と
い
っ
た
マ
ク

グ
ラ
ス
や
ド
ー
キ
ン
ス
た
ち
が
論
じ
て
い
る
も
の
に
は
な
く
、
思
想
史
の
大
き
な
う
ね
り
、
つ
ま
り
、
カ
ト
リ
シ
ズ
ム
と
プ
ロ
テ
ス
タ

ン
テ
ィ
ズ
ム
の
相
違
に
こ
そ
見
い
だ
さ
れ
る
べ
き
な
の
で
あ
る
。
ミ
ル
バ
ン
ク
は
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。
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理
論
的
に
み
て
も
歴
史
的
に
み
て
も
、
カ
ト
リ
ッ
ク
対
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
と
い
う
構
図
は
、
有
神
論
対
無
神
論
と
い
う
構
図
よ
り

も
ず
っ
と
根
本
的
で
あ
る
。
現
代
に
お
い
て
再
び
盛
り
上
が
り
を
み
せ
る
後
者
は
、
前
者
の
脇
筋
と
い
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。

ミ
ル
バ
ン
ク
に
よ
る
と
、
ジ
ジ
ェ
ク
と
の
議
論
の
根
底
に
は
、
異
な
っ
た
キ
リ
ス
ト
教
理
解
を
媒
介
し
た
神
観
が
あ
る
。
異
な
っ
た
神

観
と
は
、
被
造
物
に
参
与
し
調
和
を
つ
く
り
だ
す
神
と
、
断
絶
の
う
ち
に
あ
る
絶
対
的
な
意
志
を
も
っ
た
神
と
い
う
も
の
で
あ
り
、
そ

れ
が
系
譜
学
的
に
は
カ
ト
リ
シ
ズ
ム
と
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
の
差
異
に
あ
ら
わ
れ
る
、
と
ミ
ル
バ
ン
ク
は
記
し
て
い
る
。

で
は
、
こ
の
二
つ
の
異
な
っ
た
系
譜
学
に
つ
ら
な
る
神
学
的
存
在
論
の
ど
ち
ら
が
、
現
代
に
お
い
て
支
配
的
な
資
本
の
原
理
と
近
代

的
な
自
由
主
義
を
乗
り
越
え
る
普
遍
性
を
与
え
て
く
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。
よ
り
直
接
的
に
キ
リ
ス
ト
の
十
字
架
に
言
及
す
る
箇
所
を
比

較
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
考
察
を
進
め
て
い
き
た
い
。

二

キ
リ
ス
ト
に
あ
る
普
遍
的
な
自
由
へ
の
道

閉
塞
的
な
現
代
社
会
の
中
で
自
由
を
確
立
す
る
糸
口
を
見
い
だ
す
た
め
、
ジ
ジ
ェ
ク
は
断
絶
し
た
世
界
を
表
現
す
る
十
字
架
の
イ
エ

ス
を
、
弁
証
法
と
と
も
に
ラ
カ
ン
の
精
神
分
析
を
用
い
て
解
釈
す
る
。
ジ
ジ
ェ
ク
が
ラ
カ
ン
の
精
神
分
析
か
ら
得
る
も
の
は
、
主
体
の

成
立
、
す
な
わ
ち
資
本
主
義
と
い
う
欲
望
の
シ
ス
テ
ム
か
ら
の
自
由
で
あ
る
。
ど
う
い
う
こ
と
だ
ろ
う
か
。
ラ
カ
ン
に
は
大
文
字
の
他

者
と
い
う
概
念
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
人
間
が
言
語
を
使
用
す
る
限
り
、
自
分
の
発
話
す
る
こ
と
ば
の
中
に
は
、
象
徴
的
秩
序
の
想
い
や

願
い
が
す
で
に
込
め
ら
れ
て
い
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
ゆ
え
に
、
完
全
に
自
立
し
た
欲
望
と
い
う
も
の
は
存
在
せ
ず
、
人
間
の
欲
望
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は
必
然
的
に
シ
ス
テ
ム
の
な
か
に
属
す
る
も
の
と
な
る
。

で
は
、
こ
の
大
文
字
の
他
者
か
ら
の
自
由
を
得
る
に
は
、
ど
う
し
た
ら
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。
象
徴
秩
序
内
で
の
欲
望
の
シ
ス
テ
ム
が

機
能
す
る
た
め
に
は
、
つ
ね
に
満
た
さ
れ
な
い
欲
望
と
そ
の
対
象
が
必
要
で
あ
る
。
欲
望
の
対
象
の
う
ち
に
存
在
す
る
欠
如
が
、
欲
望

を
引
き
起
こ
す
ト
リ
ガ
ー
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
同
時
に
、
対
象
が
欠
損
し
て
い
る
こ
と
は
、
欲
望
の
充
足
を
妨
げ
る
こ
と
に

も
な
る
。
そ
れ
ゆ
え
結
果
と
し
て
、
欲
望
の
対
象
は
つ
ね
に
変
わ
り
続
け
る
。
こ
れ
が
大
文
字
の
他
者
の
構
造
で
あ
る
。

こ
の
永
遠
に
め
ぐ
り
め
ぐ
る
欲
望
の
流
れ
を
逸
脱
し
て
、
自
由
な
主
体
と
し
て
成
立
す
る
た
め
に
は
、
単
に
大
文
字
の
他
者
の
非
存

在
を
唱
え
れ
ば
よ
い
の
で
は
な
か
っ
た
。
そ
う
で
は
な
く
、
充
足
さ
れ
な
い
欲
望
の
対
象
の
う
ち
に
と
ど
ま
り
続
け
る
こ
と
、
す
な
わ

ち
欲
動
（drive

）
が
必
要
で
あ
る
と
ジ
ジ
ェ
ク
は
論
じ
て
い
る
。
つ
ま
り
欲
動
に
よ
っ
て
、
欲
望
の
シ
ス
テ
ム
で
あ
る
大
文
字
の
他
者

の
構
造
か
ら
自
由
に
な
れ
る
の
で
あ
る
。
で
は
こ
の
欲
動
と
大
文
字
の
他
者
と
の
関
係
を
、
神
学
的
に
理
解
す
る
と
ど
う
な
る
だ
ろ
う

か
。
ジ
ジ
ェ
ク
は
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。

主
体
性
が
、
地
球
規
模
の
存
在
論
的
秩
序
の
一
部
分
と
し
て
で
は
な
く
、
実
体
そ
れ
自
身
に
本
質
的
な
も
の
と
し
て
あ
ら
わ
れ
る

の
に
は
、
分
割
や
否
定
や
個
別
化
や
自
己
疎
外
が
、
神
の
実
体
の
な
か
で
起
こ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
…
…
一
方
で
神
が
人
間
の

手
の
届
か
な
い
超
越
的
な
彼
岸
と
し
て
理
解
さ
れ
る
人
間
の
神
か
ら
の
疎
外
と
、
他
方
で
キ
リ
ス
ト
に
よ
る
「
神
よ
、
な
ぜ
私
を

見
捨
て
ら
れ
た
の
で
す
か
」
と
い
う
叫
び
に
最
も
顕
著
に
表
さ
れ
て
い
る
、
神
の
神
自
身
か
ら
の
疎
外
が
同
時
に
起
き
る
時
、
実

体
か
ら
主
体
へ
の
移
行
が
完
成
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

こ
こ
で
十
字
架
上
で
の
キ
リ
ス
ト
の
叫
び
は
、
神
で
あ
る
キ
リ
ス
ト
の
天
の
父
な
る
神
か
ら
の
疎
外
、
す
な
わ
ち
神
の
死
と
し
て
理
解
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さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
他
者
へ
の
愛
の
し
る
し
と
し
て
の
十
字
架
に
と
ど
ま
り
続
け
る
キ
リ
ス
ト
の
執
着
が
、
欲
動
と
し
て
理
解
さ
れ

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
大
文
字
の
他
者
は
破
壊
さ
れ
、
自
由
な
る
主
体
が
あ
ら
わ
れ
て
く
る
こ
と
に
な
る
。

ジ
ジ
ェ
ク
に
よ
る
と
自
由
な
る
主
体
は
、
十
字
架
上
で
超
越
的
な
神
の
概
念
が
抹
殺
さ
れ
、
他
者
へ
の
犠
牲
的
な
愛
が
生
ま
れ
る

こ
と
に
よ
っ
て
あ
ら
わ
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
そ
れ
ぞ
れ
が
超
越
し
た
位
格
・
ヒ
ュ
ポ
ス
タ
シ
ス
を
も
つ
存
在
論
的
な
三
位
一
体

（ontologicaltrinity
）
で
は
な
く
、
経
綸
論
的
な
三
位
一
体
（econom

ic
trinity

）、
す
な
わ
ち
超
越
な
る
父
か
ら
、
パ
レ
ス
チ
ナ
の
キ

リ
ス
ト
、
そ
し
て
信
者
の
共
同
体
に
あ
ら
わ
れ
る
聖
霊
へ
の
移
行
と
し
て
し
か
、
神
を
語
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
。
ジ
ジ
ェ
ク
は

次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

キ
リ
ス
ト
教
に
あ
っ
て
な
に
が
昇
華
さ
れ
る
の
か
。
有
限
な
現
実
が
理
想
的
な
全
体
性
へ
昇
華
さ
れ
る
の
で
は
な
い
。
そ
う
で
は

な
く
、
神
の
実
体
自
身
が
昇
華
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
十
字
架
で
死
ぬ
の
は
、
超
越
的
な
神
の
実
体
的
な
姿
で
あ
る
。
同
時
に
、
こ

の
神
の
実
体
は
、
有
限
な
個
人
の
行
為
の
前
提
と
し
て
の
信
者
の
共
同
体
、
つ
ま
り
実
体
化
さ
れ
た
聖
霊
の
内
に
の
こ
り
続
け
る
。

超
越
し
た
存
在
で
あ
っ
た
神
が
、
十
字
架
上
の
キ
リ
ス
ト
の
欲
動
に
よ
っ
て
抹
殺
さ
れ
、
愛
の
行
為
に
よ
っ
て
大
文
字
の
他
者
の
死
を

実
践
す
る
共
同
体
が
、
聖
霊
の
臨
在
と
し
て
理
解
さ
れ
る
。
こ
の
臨
在
こ
そ
が
、
真
の
意
味
で
の
復
活
で
あ
り
、
ま
た
こ
れ
が
キ
リ
ス

ト
の
復
活
を
唯
物
論
的
に
読
む
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
い
う
な
れ
ば
最
初
に
キ
リ
ス
ト
の
死
体
が
あ
り
、
そ
し
て
復
活
が
起
こ
る
の
で

は
な
く
、
二
つ
の
事
象
は
同
時
に
起
き
る
の
で
あ
る
。
キ
リ
ス
ト
は
信
者
の
集
団
性
の
な
か
で
愛
の
行
為
と
し
て
復
活
し
、
同
時
に
受

難
し
た
キ
リ
ス
ト
の
死
体
は
物
質
的
な
も
の
の
な
か
に
残
り
続
け
る
。
唯
物
論
者
は
奇
跡
を
否
定
す
る
わ
け
で
は
な
く
、
残
さ
れ
た
物

質
的
な
も
の
、
つ
ま
り
共
同
体
の
な
か
に
奇
跡
が
存
在
す
る
の
を
信
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。
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弟
子
た
ち
が
キ
リ
ス
ト
の
死
に
思
い
を
馳
せ
、
そ
こ
で
共
有
さ
れ
た
愛
と
赦
し
の
精
神
が
、
ま
さ
に
復
活
し
た
キ
リ
ス
ト
の
霊
に
な

る
。
そ
し
て
、
こ
の
キ
リ
ス
ト
の
十
字
架
上
で
の
死
を
超
越
神
の
死
、
つ
ま
り
大
文
字
の
他
者
の
消
滅
と
し
て
認
識
し
た
信
者
の
集
団

に
、
キ
リ
ス
ト
教
の
真
理
が
存
在
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
こ
の
大
文
字
の
他
者
の
消
滅
を
語
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
キ
リ
ス

ト
教
だ
け
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
キ
リ
ス
ト
に
よ
る
神
の
死
の
語
り
に
、
資
本
主
義
と
い
う
大
文
字
の
他
者
か
ら
の
脱
却
の
道
が
あ
る
と

ジ
ジ
ェ
ク
は
語
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
次
の
箇
所
を
み
て
み
よ
う
。

真
の
唯
物
論
者
は
、
物
質
的
な
も
の
が
存
在
す
る
と
主
張
す
る
の
み
な
ら
ず
、
ラ
カ
ン
が
語
っ
た
大
文
字
の
他
者
の
非
存
在
に
言

及
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
こ
の
大
文
字
の
他
者
の
非
存
在
に
言
及
で
き
る
の
は
、
神
の
死
を
語
る
宗
教
す
な
わ
ち
キ
リ
ス
ト
教

の
み
で
あ
る
。

ジ
ジ
ェ
ク
の
理
解
す
る
キ
リ
ス
ト
教
が
も
つ
も
の
は
、
こ
の
大
文
字
の
他
者
を
破
壊
す
る
力
で
あ
っ
た
。
キ
リ
ス
ト
の
十
字
架
上
の
死

と
い
う
特
殊
な
事
象
を
経
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
普
遍
的
な
大
文
字
の
他
者
か
ら
の
逸
脱
、
そ
し
て
普
遍
的
な
共
同
体
を
構
築
で
き
る
と

ジ
ジ
ェ
ク
は
考
え
て
い
る
。

存
在
論
的
に
は
大
き
く
異
な
る
ミ
ル
バ
ン
ク
の
立
場
も
、
キ
リ
ス
ト
と
信
者
の
共
同
体
の
理
解
に
関
し
て
は
、
ジ
ジ
ェ
ク
に
近
い
も

の
が
あ
る
。
ミ
ル
バ
ン
ク
に
よ
る
と
、
無
限
な
る
神
に
参
与
す
る
被
造
物
の
根
源
に
は
、
平
和
の
存
在
論
が
あ
り
、
そ
れ
が
最
も
鮮
明

に
あ
ら
わ
さ
れ
る
の
が
、
神
の
赦
し
を
体
現
し
た
キ
リ
ス
ト
の
宣
教
と
十
字
架
上
の
死
に
あ
る
と
さ
れ
る
。
止
め
ど
な
く
繰
り
広
げ
ら

れ
る
暴
力
の
連
鎖
に
屈
す
る
こ
と
な
く
、
神
の
愛
を
、
赦
し
を
も
っ
て
伝
え
る
こ
と
に
成
功
し
た
キ
リ
ス
ト
は
、
そ
の
人
格
を
体
現
す

る
教
会
に
よ
っ
て
あ
ら
わ
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
暴
力
の
連
鎖
を
打
ち
破
る
キ
リ
ス
ト
の
赦
し
の
行
為
は
、
弟
子
た
ち
の
模
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倣
を
通
し
て
、
教
会
と
い
う
新
た
な
キ
リ
ス
ト
の
主
体
を
構
築
し
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
。
言
い
換
え
る
と
、
キ
リ
ス
ト
に
よ
っ
て
示

さ
れ
た
赦
し
の
パ
タ
ー
ン
は
繰
り
返
し
可
能
で
あ
り
、
そ
の
繰
り
返
し
に
よ
っ
て
神
の
現
存
が
こ
の
地
上
に
表
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
ゆ
え
ミ
ル
バ
ン
ク
は
、
キ
リ
ス
ト
の
十
字
架
上
で
の
死
を
儀
式
的
に
と
ら
え
て
い
な
い
。
キ
リ
ス
ト
の
死
は
、
神
の
怒
り
を
宥

め
る
た
め
の
も
の
で
も
、
世
界
の
道
徳
的
な
秩
序
を
再
生
す
る
た
め
に
な
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
キ
リ
ス
ト
の
死
は
、
神
の

赦
し
を
現
実
化
す
る
人
間
の
赦
し
の
実
践
に
何
も
加
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
も
し
キ
リ
ス
ト
の
死
が
、
人
間
に
よ
る
赦
し

の
行
為
と
は
別
に
、
神
の
救
い
の
必
要
条
件
と
し
て
理
解
さ
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
裏
切
り
者
の
ユ
ダ
は
神
の
救
い
の
計
画
の
仲
介
者
で

あ
り
、
ユ
ダ
ヤ
人
は
神
の
聖
な
る
死
刑
執
行
人
に
な
っ
て
し
ま
う
、
と
ミ
ル
バ
ン
ク
は
論
じ
る
。

で
は
、
こ
の
ミ
ル
バ
ン
ク
の
理
解
す
る
、
キ
リ
ス
ト
に
あ
る
赦
し
と
教
会
と
い
う
新
し
い
主
体
に
あ
る
愛
の
行
為
は
、
ど
の
よ
う
な

自
由
を
成
し
遂
げ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。「
生
政
治
に
反
す
る
パ
ウ
ロ
」
と
い
う
論
文
の
な
か
で
ミ
ル
バ
ン
ク
は
、
キ
リ
ス
ト
の
受
肉
と
復

活
に
注
目
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
法
か
ら
の
自
由
を
み
て
い
る
。
現
代
の
政
治
的
普
遍
性
の
根
幹
に
あ
る
近
代
自
由
主
義
に
よ
る
と
、

法
は
人
間
関
係
の
根
源
的
な
断
絶
、
す
な
わ
ち
暴
力
の
存
在
論
を
前
提
と
し
て
成
立
し
て
い
る
。
近
代
の
人
間
は
、
エ
ゴ
イ
ス
テ
ィ
ッ

ク
な
利
を
求
め
る
と
さ
れ
て
い
る
の
で
、
そ
の
欲
望
を
規
制
し
て
、
他
者
と
の
共
存
を
可
能
に
す
る
も
の
が
法
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

ま
た
、
近
代
民
主
制
に
お
い
て
は
、
法
は
主
権
者
で
あ
る
人
民
の
同
意
に
よ
っ
て
成
立
し
て
い
る
は
ず
で
あ
る
が
、
そ
の
同
意
は
、
同

時
に
自
分
た
ち
の
自
由
を

奪
さ
れ
る
こ
と
を
選
ぶ
も
の
で
も
あ
っ
た
。
ど
う
い
う
こ
と
だ
ろ
う
か
。

近
代
民
主
制
に
お
い
て
、
支
配
さ
れ
て
い
た
大
衆
が
主
権
者
に
な
る
に
は
、
逆
説
的
に
、
大
衆
が
主
権
・
統
治
権
を
為
政
者
や
国
家

に
譲
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
じ
る
。
つ
ま
り
、
直
接
的
に
お
の
お
の
の
エ
ゴ
イ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
欲
望
を
求
め
る
の
で
は
な
く
、
代
表
者
を

た
て
、
国
家
を
成
立
さ
せ
る
決
断
が
、
大
衆
を
主
権
者
に
成
す
。
し
か
し
同
時
に
、
大
衆
が
「
主
権
者
」
に
な
る
や
い
な
や
、
主
権
者

と
し
て
の
政
治
決
断
権
を

奪
さ
れ
て
し
ま
う
。
ミ
ル
バ
ン
ク
は
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。
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主
権
者
が
法
に
権
威
を
与
え
る
と
同
時
に
、
主
権
者
は
法
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
原
則
を
証
明
す
る
例
外
は
、

実
定
法
そ
れ
自
体
を
脅
か
す
ア
ノ
ミ
ー
と
し
て
、
法
の
内
に
も
外
に
も
ア
ポ
リ
ア
的
に
存
在
す
る
。

法
に
よ
っ
て
主
権
者
と
し
て
の
大
衆
は
規
制
さ
れ
、
ま
た
そ
の
権
威
・
効
力
を
与
え
る
の
も
主
権
者
と
い
う
矛
盾
し
た
構
図
が
、
法
の

構
造
に
不
協
和
音
を
も
た
ら
し
て
い
る
と
も
言
え
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
の
主
権
者
の
疎
外
と
い
う
事
象
は
、
例
外
と
し
て
で
は
な
く
、

政
治
的
代
表
制
と
い
う
概
念
の
根
底
に
あ
る
と
理
解
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
民
主
主
義
の
例
外
状
態
と
見
な
さ

れ
て
い
る
独
裁
や
、
人
間
が
い
っ
さ
い
の
権
利
を

奪
さ
れ
る
強
制
収
容
所
な
ど
は
、
シ
ス
テ
ム
の
孕
む
本
質
的
な
問
題
と
し
て
理
解

さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
法
は
根
源
的
に
矛
盾
を
引
き
起
こ
し
、
人
間
存
在
を
抑
圧
す
る
こ
と
に
な
る
、
と

ミ
ル
バ
ン
ク
は
論
じ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
ミ
ル
バ
ン
ク
が
規
範
的
と
み
な
し
て
い
る
パ
ウ
ロ
の
政
治
神
学
は
、
法
に
よ
っ
て
抑
圧
さ
れ
る
人
間
の
自
由
を
回

復
す
る
も
の
で
あ
る
。
パ
ウ
ロ
に
よ
る
と
、
法
の
原
動
力
は
死
に
あ
る
。
死
の
恐
怖
か
ら
、
自
己
を
守
ろ
う
と
他
者
に
対
し
て
暴
力
的

に
な
る
。
そ
し
て
報
復
と
し
て
の
暴
力
が
生
ま
れ
、
暴
力
の
連
鎖
が
始
ま
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
の
暴
力
の
連
鎖
か
ら
共
同
体
を
守
る
た

め
に
、
死
を
も
っ
て
罰
す
る
法
を
イ
ン
ス
ト
ー
ル
す
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
死
が
、
赦
し
を
体
現
す
る
キ
リ
ス
ト
の
復
活
に
よ
っ

て
克
服
さ
れ
た
と
し
た
ら
ど
う
な
る
だ
ろ
う
か
。
死
を
も
厭
わ
な
い
愛
と
赦
し
の
行
為
の
前
に
は
、
法
は
法
の
力
を
持
た
ず
、
共
同
体

は
お
互
い
へ
の
信
頼
に
よ
っ
て
成
立
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
。
お
互
い
へ
の
信
頼
を
持
ち
、
自
由
な
る
主
体
か
ら
の
贈
与
に
よ
っ
て

互
い
に
仕
え
あ
う
こ
の
共
同
体
こ
そ
が
、
ミ
ル
バ
ン
ク
が
理
解
す
る
キ
リ
ス
ト
の
十
字
架
に
あ
る
共
同
体
で
あ
り
、
自
由
な
の
で
あ
る
。

ミ
ル
バ
ン
ク
自
身
、
死
を
超
克
す
る
キ
リ
ス
ト
の
復
活
と
い
う
こ
の
反
事
実
的
（counterfactual

）
な
事
象
を
、
人
間
が
自
由
を
得

る
政
治
思
想
の
根
本
的
な
原
理
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
に
躊
躇
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
同
時
に
、
近
代
政
治
の
前
提
で
あ
る
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エ
ゴ
イ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
個
の
他
者
に
対
す
る
闘
争
と
い
う
暴
力
の
存
在
論
が
、
多
く
の
望
ま
ざ
る
政
治
的
結
果
を
も
た
ら
し
て
き
た
い

ま
、
反
事
実
的
な
事
象
を
前
提
と
す
る
こ
と
以
外
に
、
希
望
あ
る
政
治
は
望
め
な
い
と
ミ
ル
バ
ン
ク
は
断
定
す
る
。

事
実
に
反
す
る
こ
と
を
信
じ
る
こ
と
に
対
し
て
支
払
う
代
価
は
、
高
す
ぎ
る
の
だ
ろ
う
か
。
も
し
、
自
然
の
状
態
が
、
希
少
な
資

源
を
巡
る
終
わ
ら
な
い
争
い
と
、
誰
が
最
後
ま
で
生
き
残
れ
る
か
と
い
う
後
ろ
向
き
の
競
争
で
あ
る
の
だ
と
し
た
ら
、
政
治
的
な

例
外
状
態
と
強
制
収
容
所
が
、
悪
意
の
あ
る
存
在
論
の
表
現
と
し
て
見
な
さ
れ
る
こ
と
に
対
し
て
の
懐
疑
心
は
わ
い
て
く
る
。

換
言
す
る
と
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
的
な
例
外
・
独
裁
状
態
と
ナ
チ
ス
の
強
制
収
容
所
は
、
近
代
政
治
の
前
提
と
す
る
存
在
論
を
受
け
入
れ
る

の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
ほ
ど
理
に
か
な
わ
な
い
こ
と
で
も
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
も
し
政
治
的
な
例
外
状
態
と
強
制
収

容
所
が
、
近
代
政
治
神
学
と
暴
力
の
存
在
論
の
も
た
ら
す
産
物
で
あ
る
の
な
ら
、
そ
の
前
提
を
受
け
入
れ
る
こ
と
に
は
高
す
ぎ
る
代
価

が
と
も
な
う
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
ゆ
え
、
ミ
ル
バ
ン
ク
は
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

無
限
に
続
く
強
制
収
容
所
が
ど
れ
ほ
ど
論
理
的
に
正
し
く
見
え
た
と
し
て
も
、
も
し
生
き
て
お
り
、
魂
に
満
た
さ
れ
た
動
物
的
身

体
が
、
存
在
の
本
質
を
理
解
す
る
手
が
か
り
を
与
え
て
く
れ
る
と
仮
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
な
ら
、
事
実
に
反
す
る
よ
う
な
事
象
、

す
な
わ
ち
、
復
活
・
身
体
の
甦
り
を
信
じ
る
と
い
う
先
行
投
資
が
、
他
者
を
排
除
す
る
体
制
を
必
然
的
に
支
持
し
な
く
て
も
よ
い

政
治
を
想
像
さ
せ
て
は
く
れ
な
い
だ
ろ
う
か
。

他
者
を
排
除
せ
ず
、
権
力
の
例
外
状
態
と
強
制
収
容
所
を
認
め
な
い
明
日
へ
の
希
望
を
も
た
ら
す
普
遍
的
な
政
治
、
す
な
わ
ち
真
の
自
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由
は
、
赦
し
を
体
現
し
た
キ
リ
ス
ト
の
復
活
を
掲
げ
る
、
ま
た
そ
れ
を
土
台
に
置
い
た
愛
の
共
同
体
に
よ
っ
て
し
か
得
る
こ
と
は
で
き

な
い
、
と
ミ
ル
バ
ン
ク
は
主
張
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

結

よ
り
普
遍
的
な
神
学
の
た
め
に

グ
ロ
ー
バ
ル
な
資
本
主
義
の
み
な
ら
ず
近
代
自
由
主
義
さ
え
神
学
に
よ
っ
て
超
克
し
よ
う
と
す
る
ジ
ジ
ェ
ク
と
ミ
ル
バ
ン
ク
の
試
み

は
、
壮
大
で
、
時
と
し
て
画
餅
と
映
る
こ
と
も
あ
る
。
し
か
し
二
人
と
も
、
フ
ァ
ナ
テ
ィ
ッ
ク
で
原
理
主
義
的
な
思
想
を
叫
ぶ
の
で
は

な
く
、
近
代
が
孕
む
問
題
を
理
解
す
る
た
め
に
中
世
思
想
に
戻
り
、
系
譜
学
を
用
い
て
そ
れ
ぞ
れ
の
存
在
論
的
立
場
を
明
確
に
し
て
い

く
。
も
ち
ろ
ん
二
人
の
存
在
論
に
大
き
な
隔
た
り
が
あ
る
の
は
、
紛
れ
も
な
い
事
実
で
あ
ろ
う
。
ミ
ル
バ
ン
ク
の
三
位
一
体
を
ベ
ー
ス

と
す
る
参
与
の
存
在
論
と
、
ジ
ジ
ェ
ク
の
根
源
的
な
断
絶
を
謳
う
存
在
論
は
、
真
っ
向
か
ら
対
立
す
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
現
前
す

る
共
同
体
に
お
け
る
愛
の
行
為
に
、
現
代
の
普
遍
的
な
秩
序
を
超
え
て
い
く
鍵
を
見
い
だ
し
て
い
る
二
人
の
キ
リ
ス
ト
論
は
、
高
い
親

和
性
を
持
っ
た
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

今
後
の
研
究
で
は
、
親
和
性
を
も
つ
二
人
の
キ
リ
ス
ト
に
あ
る
政
治
共
同
体
論
を
、
実
践
的
な
可
能
性
も
ふ
ま
え
つ
つ
、
明
ら
か
に

し
て
い
き
た
い
。
そ
の
た
め
に
、
ミ
ル
バ
ン
ク
以
外
の
ラ
デ
ィ
カ
ル
・
オ
ー
ソ
ド
ク
シ
ー
の
思
想
家
た
ち
に
よ
る
キ
リ
ス
ト
教
的
な
政

治
共
同
体
の
可
能
性
に
言
及
す
る
必
要
が
あ
る
。
同
時
に
、
バ
デ
ィ
ウ
や
ア
ガ
ン
ベ
ン
と
い
っ
た
キ
リ
ス
ト
教
思
想
に
着
目
す
る
思
想

家
た
ち
が
、
キ
リ
ス
ト
教
の
表
象
を
通
し
て
ど
の
よ
う
に
新
し
い
普
遍
性
を
構
築
し
て
い
る
か
を
明
ら
か
に
し
て
く
必
要
も
あ
る
だ
ろ

う
。
現
代
に
お
け
る
普
遍
性
の
理
解
に
欠
か
す
こ
と
の
で
き
な
い
神
学
が
、
伝
統
や
特
定
の
共
同
体
の
な
か
に
留
ま
り
続
け
る
の
で
は

な
く
、
現
代
の
思
想
と
の
か
か
わ
り
合
い
の
中
で
キ
リ
ス
ト
教
の
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
普
遍
性
を
鮮
明
に
し
て
い
く
こ
と
が
今
求
め
ら
れ
て
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い
る
。

注（
1
）Jason

A
.Springs,Tow

ard
a
G
enerous

O
rthodoxy:Prospects

for
H
ans
Frei’ s

PostliberalTheology
(O
xford:O

xford
U
niversity

Press,2010);D
avid
H
.K
elsey,Eccentric

Existence:A
TheologicalAnthropology

(Louisville,K
Y:W

estm
insterJohn

K
nox
Press,

2009);M
ichaelS.H

orton,G
od
ofProm

ise:Introducing
C
ovenantTheology

(G
rand

R
apids,M

I:B
akerB

ooks,2009).

神
学
者
に

よ
る
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
「
誤
読
」に
つ
い
て
は
次
の
論
文
を
参
照
。Fergus

K
err,“W

ittgenstein:The
TheologicalR

eception,”

in
Religion

and
W
ittgenstein’s

Legacy,ed.D
.Z.Phillips

and
M
ario
von
derR

uhr(London:A
shgate,2005),253-272.

（
2
）

進
化
論
や
様
々
な
社
会
問
題
で
反
・
近
代
的
な
様
相
を
み
せ
る
ア
メ
リ
カ
の
保
守
的
な
キ
リ
ス
ト
教
会
は
、
こ
の
典
型
的
な
例
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。
グ
ロ
ー
バ
リ
ズ
ム
と
ア
メ
リ
カ
の
メ
ガ
・
チ
ャ
ー
チ
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
次
の
文
献
を
参
照
。Stephen

Ellingson,

The
M
egachurch

and
the
M
ainline:

Rem
aking

Religious
Tradition

in
the
Tw
enty-first

C
entury

(C
hicago:

The
U
niversity

of

C
hicago

Press,2009).

（
3
）

パ
ウ
ロ
の
ロ
マ
書
を
扱
っ
た
、
ジ
ョ
ル
ジ
ョ
・
ア
ガ
ン
ベ
ン
のIltem

po
che
resta:U

n
com
m
ento

alla
lettera

airom
ani(Torino:

B
ollatiB

oringhieri,2000)

『
残
り
の
時

―
パ
ウ
ロ
講
義
』（
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
五
年
）
や
ア
ラ
ン
・
バ
デ
ィ
ウ
のSaintPaul:La

fondation
de
l’universalism

e
(Paris

:PU
F,1997)

『
聖
パ
ウ
ロ
』（
河
出
書
房
新
社
、
二
〇
〇
四
年
）
が
あ
る
。

（
4
）John
M
ilbank,C

atherine
Pickstock,G

raham
W
ard,eds.,Radical

O
rthodoxy:

A
N
ew
Theology

(London:
R
outledge,1999);

John
M
ilbank,Theology

and
SocialTheory:

Beyond
Secular

Reason
(O
xford:B

lackw
ell,2006);G

raham
W
ard,C

ities
ofG
od

(London:
R
outledge,

2000);
C
atherine

Pickstock,
After

W
riting:

O
n
the
Liturgical

C
onsum

m
ation

of
Philosophy

(O
xford:

B
lackw

ell,1998).

（
5
）C

reston
D
avis,John

M
ilbank,and

SlavojŽižek,eds.,Theology
and
the
Political:The

N
ew
D
ebate

(D
urham

:D
uke
U
niversity
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Press,2005).
（
6
）John

M
ilbank,SlavojŽižek,C

reston
D
avis,eds.,The

M
onstrosity

ofC
hrist:

Paradox
or
D
ialectic?

(C
am
bridge,M

A
:M
IT

Press,2009);John
M
ilbank,SlavojŽižek,C

reston
D
avis,eds.,Paul’s

N
ew
M
om
ent:C

ontinentalPhilosophy
and
the
Future

of

C
hristian

Theology
(G
rand

R
apids,M

I:B
razos

Press,2010).

（
7
）Frederiek

D
epoortere,C

hristin
Postm

odern
Philosophy:G

ianniVattim
o,René

G
irard,and

SlavojŽižek
(London:T&

T
C
lark,

2008);A
dam

K
osko,Žižek

and
Theology

(London:T&
T
C
lark,2008).

日
本
に
お
い
て
も
ジ
ジ
ェ
ク
の
思
想
は
様
々
な
形
で
受
容
さ

れ
て
い
る
。
し
か
し
、
彼
の
思
想
の
中
核
で
あ
る
キ
リ
ス
ト
教
神
学
が
言
及
さ
れ
る
こ
と
は
少
な
い
。
部
分
的
に
言
及
し
た
も
の
に
、
次

の
論
文
が
あ
る
。
芦
名
定
道
「
現
代
思
想
と
〈
神
〉
の
問
い

―
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
か
ら
ジ
ジ
ェ
ク
ま
で
」『
理
想
』
二
〇
一
二
年
、
四
〇
―
五

二
頁
。

（
8
）

コ
ツ
コ
は
ジ
ジ
ェ
ク
の
神
学
思
想
を
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
相
関
（correlation

）、
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
の
宗
教
の
な
い
キ
リ
ス
ト
教
、
ア
ル

タ
イ
ザ
ー
の
神
の
死
の
神
学
を
発
展
さ
せ
た
も
の
と
し
て
好
意
的
に
解
釈
し
て
い
る
。
コ
ツ
コ
の
研
究
書
の
優
れ
た
点
は
、
キ
リ
ス
ト
教

へ
の
言
及
以
前
の
ジ
ジ
ェ
ク
の
思
想
に
キ
リ
ス
ト
教
の
「
必
要
性
」
を
見
い
だ
し
て
い
る
こ
と
に
あ
る
。

（
9
）W

.J.H
ankey

and
D
ouglas

H
edley,D

econstructing
RadicalO

rthodoxy:Postm
odern

Theology,Rhetoric,and
Truth

(London:

A
shgate,2005).

日
本
で
は
、
ミ
ル
バ
ン
ク
と
ラ
デ
ィ
カ
ル
・
オ
ー
ソ
ド
ク
シ
ー
の
思
想
は
、
そ
れ
ほ
ど
知
ら
れ
て
い
な
い
。
紹
介
の
一

つ
の
試
み
と
し
て
、
次
の
論
文
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
東
方
敬
信
「
神
学
の
新
し
い
潮
流

―
ラ
デ
ィ
カ
ル
・
オ
ー
ソ
ド
ク
シ
ー
」

『
キ
リ
ス
ト
教
と
文
化
』
十
七
号
、
二
〇
〇
一
年
、
三
九
―
四
八
頁
。
特
に
日
本
の
カ
ト
リ
ッ
ク
思
想
界
に
よ
る
、
ラ
デ
ィ
カ
ル
・
オ
ー

ソ
ド
ク
シ
ー
の
紹
介
や
批
判
的
考
察
を
待
望
す
る
。

（

）J.K
.A
.Sm
ith
and
J.H
.O
lthuis,eds.,RadicalO

rthodoxy
and
the
Reform

ed
Tradition:

C
reation,C

ovenant,and
Participation

10(G
rand

R
apids:B

akerA
cadem

ic,2005);A
drian

Pabstand
C
hristoph

Schneider,eds.,EncounterBetw
een
Eastern

O
rthodoxy

and

RadicalO
rthodoxy

(London:A
shgate,2009).
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（

）

ジ
ジ
ェ
ク
の
思
想
に
お
け
る
ヘ
ー
ゲ
ル
の
位
置
づ
け
を
理
解
す
る
に
は
、
次
の
文
献
が
有
益
で
あ
る
。A

drian
Johnston,Zizek’s

11O
ntology:A

TranscendentalM
aterialistTheory

ofSubjectivity
(Evanston,IL:N

orthw
estern

U
niversity

Press,2008),125-144;

Žižek,“H
egel

and
Shitting:

The
Idea’s

C
onstipation,”

in
H
egel

and
the
Infinite:

Religion,Politics,and
D
ialectic,ed.Slavoj

Žižek,C
layton

C
rockett,and

C
reston

D
avis
(N
ew
York:C

olum
bia
U
niversity

Press,2011),211-232.

（

）Žižek,“The
FearofFourW

ords:A
M
odestPlea

forthe
H
egelian

R
eading

ofC
hristianity,”

in
The
M
onstrosity,73.

12
（

）

ジ
ジ
ェ
ク
は
著
作
の
様
々
な
箇
所
で
、
こ
の
否
定
弁
証
法
と
調
和
さ
れ
な
い
根
源
的
断
絶
の
存
在
論
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
。
ド
イ
ツ

13

観
念
論
と
の
関
係
に
言
及
し
た
も
の
と
し
て
、
次
の
文
献
が
あ
げ
ら
れ
る
。
ジ
ジ
ェ
ク
、
酒
井
隆
史
・
田
崎
英
明
訳
『
否
定
的
な
も
の
の

も
と
へ
の
滞
留
』
ち
く
ま
学
芸
文
庫
、
二
〇
〇
六
年
。

（

）

止
め
ど
な
く
発
話
さ
れ
る
映
画
批
評
、
卑
猥
な
た
と
え
、
ジ
ョ
ー
ク
、
量
子
論
へ
の
言
及
は
、
こ
の
根
源
的
な
断
絶
と
調
和
さ
れ
え
な

14

い
差
異
の
表
現
で
あ
る
。
屈
折
は
ま
な
ざ
し
の
う
ち
の
み
な
ら
ず
、
ま
な
ざ
さ
れ
る
も
の
に
も
あ
り
、
こ
の
ズ
レ
が
象
徴
の
過
剰
を
創
出

し
て
い
る
。

（

）M
ilbank,“The

D
ouble

G
lory,or

Paradox
versus

D
ialectics:O

n
N
otQ
uite
A
greeing

w
ith
SlavojŽižek,”

in
The
M
onstrosity,

15115.

（

）

こ
の
論
点
は
、
一
貫
し
て
ミ
ル
バ
ン
ク
の
著
作
に
現
れ
て
い
る
。
と
く
に
、
『
神
学
と
社
会
理
論
』
に
お
い
て
近
代
の
政
治
・
経
済
的

16

リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
を
批
判
的
に
考
察
す
る
第
一
章
と
第
二
章
を
参
照
。

（

）M
ilbank,Theology

and
SocialTheory,434.

17
（

）M
ilbank,Theology

and
SocialTheory,435.

18
（

）

神
の
無
限
性
を
表
現
す
る
有
限
な
る
被
造
物
に
つ
い
て
は
、
ミ
ル
バ
ン
ク
が
、
ハ
ー
マ
ン
と
ヤ
コ
ー
ビ
の
思
想
を
カ
ン
ト
以
降
の
近
代

19

認
識
論
に
対
比
さ
せ
て
い
る
次
の
論
文
を
参
照
。John

M
ilbank,“K

now
ledge:The

TheologicalC
ritique

ofPhilosophy
in
H
am
ann

and
Jacobi,”

in
Radical

O
rthodoxy:

A
N
ew
Theology,

ed.
John

M
ilbank,

C
atherine

Pickstock,
and
G
raham

W
ard
(London:
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R
outledge,1999),21-37.

（

）

一
二
七
七
年
の
譴
責
に
つ
い
て
は
、次
の
文
献
を
参
照
。Edw

ard
G
rant,“The

Effectofthe
C
ondem

nation
of1277”

in
C
am
bridge

20H
istory

ofLaterM
edievalH

istory,ed.N
orm
an
K
retzm

ann
etal.(C

am
bridge:C

am
bridge

U
niversity

Press,2000),566-569;John

F.W
ippel,“B

ishop
Stephen

Tem
pier
and
Thom

as
A
quinas:

A
Separate

Process
A
gainst

A
quinas?”

Freiburger
Zeitschrift

für

Philosophie
und
Theologie,44

(1997):117-36;John
F.W
ippel,“Thom

as
A
quinas

and
the
C
ondem

nation
of1277,”

The
M
odern

Schoolm
an
72
(1995):233-72.

（

）Žižek,“The
FearofFourW

ords,”
58.

21
（

）Žižek,“D
ialecticalC

larity
versus

the
M
isty
C
onceitofParadox,”

in
The
M
onstrosity,248.

22
（

）

こ
こ
ま
で
の
議
論
で
明
ら
か
に
な
っ
た
よ
う
に
、
ミ
ル
バ
ン
ク
の
理
解
す
る
真
の
カ
ト
リ
シ
ズ
ム
は
、
ト
マ
ス
主
義
へ
の
安
易
な
回
帰

23

で
は
な
い
。
新
プ
ラ
ト
ン
主
義
的
に
解
釈
さ
れ
た
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
と
エ
リ
ウ
ゲ
ナ
、
そ
し
て
ト
マ
ス
の
参
与
概
念
を
参
考
に
し
つ

つ
、
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
、
フ
ラ
イ
ブ
ル
グ
の
デ
ィ
ー
ト
リ
ッ
ヒ
、
ピ
コ
・
デ
ラ
・
ミ
ラ
ン
ド
ッ
ラ
や
ラ
ル
フ
・
カ
ド
ワ
ー
ス
の
思
想
を
取
り

入
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
ミ
ル
バ
ン
ク
の
目
的
は
、
ト
レ
ン
ト
以
降
ロ
ー
マ
・
カ
ト
リ
ッ
ク
神
学
に
よ
っ
て
忘
却
さ
れ
て
き
た

「
ラ
デ
ィ
カ
ル
」
な
「
正
統
主
義
」
を
再
構
築
す
る
こ
と
に
あ
る
と
い
え
る
。

（

）

A
・
E
・
マ
ク
グ
ラ
ス
／
J
・
C
・
マ
ク
グ
ラ
ス
、
杉
岡
良
彦
訳
『
神
は
妄
想
か
？

―
神
論
原
理
主
義
と
ド
ー
キ
ン
ス
に
よ
る
神
の

24

否
定
』
教
文
館
、
二
〇
一
二
年
。

（

）M
ilbank,“The

D
ouble

G
lory,orParadox

versus
D
ialectics,”

114.

25
（

）
〈
大
文
字
の
他
者
〉
に
つ
い
て
の
ジ
ジ
ェ
ク
の
論
考
で
比
較
的
わ
か
り
や
す
い
も
の
に
、
次
の
箇
所
が
あ
げ
ら
れ
る
。
ス
ラ
ヴ
ォ
イ
・

26

ジ
ジ
ェ
ク
、
鈴
木
晶
訳
『
ラ
カ
ン
は
こ
う
読
め
！
』
紀
伊
国
屋
書
店
、
二
〇
〇
八
年
、
二
四
―
三
一
頁
。

（

）

ゆ
え
に
、
現
代
の
問
題
は
、
神
か
ら
自
由
に
な
っ
た
と
自
負
し
て
い
る
無
神
論
者
で
あ
っ
て
も
、
無
意
識
の
う
ち
に
大
文
字
の
他
者
に

27

支
配
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
あ
る
。
ジ
ジ
ェ
ク
は
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。「
現
代
の
無
神
論
者
は
、
自
分
は
神
が
死
ん
だ
こ
と
を
知
っ
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て
い
る
と
思
っ
て
い
る
。
彼
が
知
ら
な
い
の
は
、
自
分
が
無
意
識
の
う
ち
に
今
な
お
神
を
信
じ
て
い
る
と
い
う
こ
と
だ
。
現
代
人
の
典
型

的
な
イ
メ
ー
ジ
は
も
は
や
、
自
分
の
信
仰
に
対
す
る
疑
念
を
ひ
そ
か
に
抱
い
て
い
て
、
戒
律
に
背
く
幻
想
に
耽
る
信
者
で
は
な
い
。
今
日

で
は
、
主
体
は
寛
容
な
快
楽
主
義
者
を
自
称
し
、
幸
福
の
追
求
に
没
頭
し
て
い
る
が
、
そ
の
無
意
識
に
は
禁
止
が
た
く
さ
ん
詰
ま
っ
て
い

る
。
抑
圧
さ
れ
て
い
る
の
は
近
代
の
欲
望
や
快
感
で
は
な
く
。
禁
止
そ
の
も
の
で
あ
る
」。
ジ
ジ
ェ
ク
『
ラ
カ
ン
は
こ
う
読
め
！
』
一
五

九
頁
。

（

）Žižek,“The
FearofFourW

ords,”
59.

28
（

）

ミ
ル
バ
ン
ク
は
、
存
在
論
三
位
一
体
が
優
位
性
を
持
た
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
論
じ
る
が
、
ジ
ジ
ェ
ク
に
と
っ
て
は
、
経
綸
論
的
三
位

29

一
体
が
唯
一
の
真
実
で
あ
る
。
存
在
論
的
三
位
一
体
は
、
物
象
化
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
実
は
経
綸
論
的
三
位
一
体
と
存
在
論
的
三
位
一

体
に
は
、
な
に
も
違
い
は
な
い
こ
と
に
な
る
。
二
〇
〇
〇
年
前
に
パ
レ
ス
チ
ナ
で
お
き
た
地
上
的
な
事
実
の
み
が
、
神
の
心
の
内
に
あ
る

こ
と
で
あ
っ
て
、
そ
れ
以
外
の
高
次
の
真
理
は
な
い
。
こ
の
ジ
ジ
ェ
ク
の
立
場
に
対
す
る
ミ
ル
バ
ン
ク
の
反
駁
は
、
次
の
箇
所
を
参
照
。

M
ilbank,“The

D
ouble

G
lory,orParadox

versus
D
ialectics,”

254.

（

）Žižek,“The
FearofFourW

ords,”
61.

30
（

）

こ
の
こ
と
ゆ
え
、
ジ
ジ
ェ
ク
は
、
キ
リ
ス
ト
教
こ
そ
唯
一
の
「
啓
示
」
の
宗
教
、
す
な
わ
ち
背
後
に
何
も
隠
す
も
の
の
な
い
宗
教
で
あ

31

る
と
理
解
す
る
。Žižek,“D

ialecticalC
larity,”

236.

（

）Žižek,“D
ialecticalC

larity,”
287.

32
（

）Žižek,“D
ialecticalC

larity,”
287.

33
（

）John
M
ilbank,The

W
orld
M
ade
Strange:Theology,Language,C

ulture
(O
xford:B

lackw
ell,1999),157.

34
（

）M
ilbank,The

W
orld
M
ade
Strange,159.

35
（

）John
M
ilbank,“PaulagainstB

iopolitics,”
in
Paul’s

N
ew
M
om
ent,21-73.

36
（

）M
ilbank,“PaulagainstB

iopolitics,”
29.

37
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（

）M
ilbank,“PaulagainstB

iopolitics,”
24.

38
（

）M
ilbank,“PaulagainstB

iopolitics,”
72.

39
（

）M
ilbank,“PaulagainstB

iopolitics,”
73.

40
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ADisputationonTheologicalUniversality:
TheRepresentationofChristianity
bySlavoyŽižekandJohnMilbank

YoshiyukiKato

Thequestionthispaperasksiswhethertheologycanstillclaimuniversality.
Withtheriseofmultivalentpostmoderntheologiesandofpolitically-correct
mandatesinpublicspace,theologyasadisciplineceasestomakeuniversalclaims.
However,aseriesofrecentdebatesbetweentworadicallydifferentthinkersbrings
arenewedphilosophico-theologicalinterestintheuniversalclaimofChristianity.
ThepaperfocusesonthedebatebetweenHegelian-LacanianphilosopherSlavoj
ŽižekandAnglicantheologianJohnMilbankintheirattempttoarticulatethe
universalclaimofChristianityvis-à-visthedomianantglobalpoliticaleconomy.
Thefirstsectiondiscussestheontologicalandgenealogicalbasesoftheir
understandingofChristianuniversality.Thefundamentallydiverseontologiesof
void(Žižek)andofpeace(Milbank)aresituatedinthehistoryoftheology.The
secondsectionexaminestherolethattherepresentationofChristplaysinŽižekand
Milbank’sclaimoftheologicaluniversalityinrelationtotheconceptoffreedom.


