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415 神学者トレルチと哲学者コーエンの論争

プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
神
学
者
ト
レ
ル
チ
と

　
　
　
　

ユ
ダ
ヤ
人
哲
学
者
コ
ー
エ
ン
の
論
争

――
方
法
論
か
ら
文
化
総
合
の
問
題
へ
――

佐　

藤　

貴　

史

は
じ
め
に

一
九
世
紀
の
終
わ
り
か
ら
ヴ
ァ
イ
マ
ー
ル
共
和
国
の
成
立
に
ま
で
及
ぶ
ド
イ
ツ
の
宗
教
思
想
史
は
、
け
っ
し
て
一
筋
縄
で
は
い
か
な
い
多

く
の
複
雑
な
問
題
を
孕
ん
で
い
た
と
い
え
よ
う
。
一
九
〇
〇
年
頃
の
ド
イ
ツ
の
思
想
状
況
は
、
対
立
し
和
解
不
可
能
な
解
釈
を
許
す
論
争
的

な
概
念
に
満
ち
て
お
り
、
多
様
な
可
能
性
の
な
か
で
の
み
語
り
う
る
時
代
と
し
て
記
憶
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
か
。
殊
に
こ
の
時
代
は
、
世

代
や
宗
教
間
の
境
界
線
を
越
境
し
な
が
ら
、
多
く
の
思
想
家
の
関
心
は
〈
宗
教
〉
と
〈
歴
史
〉
と
い
う
論
争
的
な
概
念
――
根
本
的
に
は

〈
近
代
〉
と
い
う
時
代
理
解
――
に
集
中
し
て
い
た
。

本
稿
は
、
二
〇
世
紀
初
頭
の
ド
イ
ツ
に
お
い
て
キ
リ
ス
ト
教
と
ユ
ダ
ヤ
教
の
境
界
線
を
越
え
て
交
わ
さ
れ
た
、
エ
ル
ン
ス
ト
・
ト
レ
ル
チ

（E
rn

st T
ro

e
ltsch

, 1
8

6
5

―1
9

2
3

）、
ヘ
ル
マ
ン
・
コ
ー
エ
ン
（H

e
rm

an
n

 C
o

h
e

n
, 1

8
4

2

―1
9

1
8

）、
そ
し
て
フ
ラ
ン
ツ
・
ロ
ー
ゼ
ン
ツ
ヴ
ァ

イ
ク
（F

ran
z R

o
se

n
zw

e
ig

, 1
8

8
6

―1
9

2
9

）
に
よ
る
〈
宗
教
〉
と
〈
歴
史
〉
理
解
め
ぐ
る
思
想
的
格
闘
の
一
端
を
、
当
時
の
思
想
史
的
コ
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ン
テ
ク
ス
ト
――
価
値
分
裂
の
な
か
の
文
化
総
合
と
い
う
課
題
、
ド
イ
ツ
性
／
ユ
ダ
ヤ
性
、
歴
史
主
義
／
反
歴
史
主
義
――
も
念
頭
に
お
き

な
が
ら
考
察
し
た
い
。

一　

方
法
と
視
点

か
か
る
時
代
を
理
解
し
よ
う
と
す
る
と
き
、
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
大
学
の
神
学
者
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
・
W
・
グ
ラ
ー
フ
の
「
共
有
さ
れ
た
歴
史
」

（S
h

are
d

 H
isto

r
y

）
と
い
う
宗
教
史
／
宗
教
思
想
史
の
方
法
論
は
傾
聴
に
値
す
る
だ
ろ
う
。
彼
は
こ
の
方
法
論
の
下
で
「
ユ
ダ
ヤ
教
や
キ

リ
ス
ト
教
の
生
活
世
界
の
内
部
に
あ
る
構
造
的
類
似
や
並
行
的
発
展
）
1
（

」
を
描
こ
う
と
す
る
。
彼
に
よ
れ
ば
、
近
現
代
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
宗
教
史

の
叙
述
に
と
っ
て
重
要
な
こ
と
は
、「
教
派
的
本
質
主
義
）
2
（

」
を
回
避
す
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
は
「
教
派
を
超
越
す
る
視
点
で
あ
っ
て
、
こ

の
視
点
に
お
い
て
は
理
念
の
移
転
と
意
味
の
闘
争
、
浸
透
と
防
御
の
逆
説
的
同
時
性
が
可
視
的
と
な
る
）
3
（

」。
か
く
し
て
グ
ラ
ー
フ
は
次
の
よ

う
に
宣
言
す
る
の
で
あ
っ
た
。「
共
有
さ
れ
た
歴
史
に
よ
っ
て
、
近
現
代
の
多
く
の
宗
教
史
は
実
験
的
に
一
度
ま
っ
た
く
別
様
な
仕
方
で
物

語
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
）
4
（

」。

こ
の
よ
う
な
視
点
か
ら
な
さ
れ
た
研
究
と
し
て
、
本
稿
と
の
関
連
で
い
え
ば
、
ま
ず
は
ヴ
ェ
ン
デ
ル
・
S
・
デ
ィ
ー
ト
リ
ヒ
の
書
物
を
あ

げ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
）
5
（

。
彼
の
研
究
は
副
題
に
も
あ
る
よ
う
に
、
コ
ー
エ
ン
と
ト
レ
ル
チ
を
「
倫
理
的
一
神
教
」
の
文
化
理
論
家
と
み
な
し
た

上
で
、
両
者
の
類
似
性
と
差
異
を
論
じ
た
も
の
で
あ
る
。
た
だ
ト
レ
ル
チ
の
思
想
を
コ
ー
エ
ン
と
同
様
に
ど
こ
ま
で
「
倫
理
的
一
神
教
」
と

い
う
枠
組
み
で
論
じ
る
こ
と
が
で
き
る
か
、
ま
た
コ
ー
エ
ン
を
マ
ー
ル
ブ
ル
ク
学
派
の
新
カ
ン
ト
派
へ
帰
す
る
こ
と
は
よ
い
と
し
て
も
、
ト

レ
ル
チ
を
西
南
学
派
の
新
カ
ン
ト
派
お
よ
び
新
ヘ
ー
ゲ
ル
主
義
者
と
い
う
仕
方
で
類
型
化
す
る
こ
と
へ
の
疑
問
な
ど
、
ト
レ
ル
チ
の
位
置
づ

け
を
め
ぐ
っ
て
は
看
過
で
き
な
い
点
も
あ
る
）
6
（

。
ま
た
デ
ィ
ー
ト
リ
ヒ
・
コ
ル
シ
ュ
の
論
文
は
コ
ー
エ
ン
の
思
想
を
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
・
ヘ
ル
マ
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ン
、
ト
レ
ル
チ
、
そ
し
て
バ
ル
ト
の
思
想
と
比
較
し
た
も
の
で
あ
り
、
興
味
深
い
論
点
も
多
々
あ
る
が
、
と
く
に
コ
ー
エ
ン
の
カ
ン
ト
解
釈

と
い
う
視
点
の
下
で
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
神
学
者
と
の
相
互
関
係
を
扱
っ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
本
稿
と
は
当
時
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
や

扱
う
思
想
家
に
お
い
て
大
き
な
違
い
が
あ
る
と
い
え
よ
う
）
7
（

。

さ
て
、
わ
れ
わ
れ
は
彼
ら
の
思
想
を
考
察
す
る
前
に
、
ト
レ
ル
チ
と
コ
ー
エ
ン
が
お
互
い
に
言
及
し
あ
っ
た
第
一
次
世
界
大
戦
前
後
の
ド

イ
ツ
は
い
か
な
る
時
代
で
あ
っ
た
の
か
を
、
ト
レ
ル
チ
の
時
代
認
識
を
参
照
し
な
が
ら
簡
単
に
確
認
し
よ
う
。

二　
「
わ
れ
わ
れ
の
考
察
は
一
つ
の
万
華
鏡
に
等
し
い
」
――
ト
レ
ル
チ
の
時
代
認
識
――

「
一
九
〇
〇
年
頃
、
宗
教
は
公
共
的
な
文
化
・
政
治
的
な
言
説
お
よ
び
学
問
的
論
争
の
中
心
的
テ
ー
マ
で
あ
っ
た
）
8
（

」
と
い
う
グ
ラ
ー
フ
の

主
張
に
異
論
を
挟
む
余
地
は
な
い
だ
ろ
う
。
こ
の
時
代
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
い
て
宗
教
的
言
説
は
近
代
文
化
の
根
本
的
な
危
機
認
識
と
結
び

つ
い
て
い
た
。
多
く
の
文
化
科
学
者
や
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
神
学
者
に
よ
っ
て
《
宗
教
の
文
化
的
意
義
》
は
、「
公
的
団
体
あ
る
い
は
社
会
集

団
の
内
的
な
規
範
的
統
一
性
を
保
障
す
る
こ
と
」
の
う
ち
に
見
出
さ
れ
、
ま
た
「
自
律
し
た
《
人
格
性
》
の
形
成
」
を
促
進
し
た
り
、
近
代

社
会
に
お
け
る
「
非
人
間
化
の
強
制
的
メ
カ
ニ
ズ
ム
」
か
ら
個
人
を
守
る
よ
う
な
力
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
た
）
9
（

。「
宗
教
の
将
来
へ
の
問
い
」

を
人
々
に
要
請
せ
ざ
る
を
え
な
い
よ
う
な
「
非
人
間
化
の
強
制
的
メ
カ
ニ
ズ
ム
」
と
は
、
ト
レ
ル
チ
の
表
現
を
借
り
れ
ば
、「
人
間
の
非
人

格
化
）
10
（

」（d
ie

 D
e

p
e

rso
n

ifi
k

atio
n

 d
e

s M
e

n
sch

e
n

）
で
あ
り
、
個
人
の
自
由
と
共
同
体
の
秩
序
問
題
は
密
接
に
絡
み
合
い
な
が
ら
、
宗
教

そ
し
て
近
代
そ
の
も
の
へ
の
問
い
が
と
め
ど
も
な
く
先
鋭
化
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

ト
レ
ル
チ
は
、
一
九
一
四
年
に
出
版
さ
れ
た
「
宗
教
」
と
い
う
論
文
の
な
か
で
、
彼
の
時
代
認
識
の
み
な
ら
ず
当
時
の
キ
リ
ス
ト
教
や
ユ

ダ
ヤ
教
、
そ
し
て
「
文
学
的
・
芸
術
的
・
哲
学
的
宗
教
性
）
11
（

」、
す
な
わ
ち
「《
教
養
者
の
秘
密
宗
教
）
12
（

》」
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
。
彼
に
よ
れ
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ば
、
あ
の
時
代
「
何
が
つ
か
の
間
の
現
象
で
あ
り
、
何
が
深
い
内
な
る
革
命
を
明
ら
か
に
す
る
か
を
区
別
す
る
こ
と
は
困
難
）
13
（

」
で
あ
り
、
そ

こ
に
あ
っ
た
の
は
、「
宗
教
的
な
も
の
と
非
宗
教
的
な
も
の
と
の
無
数
の
外
的
結
び
つ
き
」
だ
と
い
う
）
14
（

。
そ
れ
ゆ
え
、「『
純
宗
教
的
な
も
の
』

は
理
論
家
や
内
的
に
深
く
感
受
す
る
わ
ず
か
な
魂
に
と
っ
て
の
み
存
在
し
て
い
る
」
の
で
あ
り
、「
生
の
市
場
に
お
い
て
は
宗
教
と
の
結
び

つ
き
に
よ
っ
て
保
護
さ
れ
、
強
め
ら
れ
な
か
っ
た
よ
う
な
関
心
は
存
在
し
な
い
）
15
（

」。
こ
の
ト
レ
ル
チ
の
報
告
は
、「
純
宗
教
的
な
も
の
」
は
わ

ず
か
に
し
か
存
在
し
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、「
宗
教
的
な
も
の
」
は
「
非
宗
教
的
な
も
の
」
と
混
ざ
り
合
い
な
が
ら
、
あ
ら
ゆ
る
生
の
領

域
に
浸
透
し
て
い
る
こ
と
を
告
げ
て
い
る
。「
近
代
的
生
の
闘
争
の
激
し
さ
」
は
、「
宗
教
的
生
の
前
提
」
で
あ
る
「
静
け
さ
」
へ
と
向
か
う

こ
と
は
な
く
、「
犯
罪
」
や
「
自
殺
率
」
を
増
大
さ
せ
て
い
っ
た
。
ま
た
そ
こ
に
は
「
一
貫
し
て
ま
と
ま
っ
て
お
り
、
義
務
を
伴
い
な
が
ら

も
安
心
し
た
人
生
観
や
宗
教
性
の
妨
げ
」
が
み
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
）
16
（

。

こ
の
よ
う
な
状
況
の
な
か
で
、
ト
レ
ル
チ
の
課
題
は
「
キ
リ
ス
ト
教
の
改
革
や
新
し
い
形
成
、
そ
し
て
変
化
）
17
（

」
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
そ

の
よ
う
な
試
み
と
は
別
に
「
教
会
や
共
同
体
を
も
た
ず
、
ま
た
教
義
や
祭
儀
を
も
た
な
い
」
宗
教
性
も
あ
ら
わ
れ
た
）
18
（

。
彼
に
と
っ
て
、「
こ

の
よ
う
な
宗
教
的
危
機
は
純
粋
に
知
的
な
危
機
だ
け
で
な
く
、
現
在
に
お
け
る
大
き
な
社
会
変
動
で
あ
り
、
最
終
的
に
は
宗
教
の
現
在
と
将

来
に
対
す
る
社
会
変
動
の
意
義
へ
の
問
い
が
生
じ
る
）
19
（

」
も
の
で
あ
っ
た
。「
機
械
的
決
定
論
、
世
界
や
意
識
の
自
然
化
と
の
関
係
を
絶
と
う

と
す
る
、
怪
し
げ
な
仕
方
で
求
め
ら
れ
た
観
念
論
へ
の
方
向
転
換
）
20
（

」
は
、
彼
に
は
単
な
る
一
過
性
の
出
来
事
に
は
思
え
な
か
っ
た
は
ず
で
あ

る
。
そ
こ
で
は
ア
ン
リ
・
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
名
前
が
「
宗
教
的
直
観
主
義
の
再
活
性
化
）
21
（

」
と
い
う
言
葉
と
と
も
に
あ
げ
ら
れ
、
さ
ら
に
ユ
ダ
ヤ

教
を
論
じ
る
文
脈
に
お
い
て
は
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
思
想
は
「
ユ
ダ
ヤ
的
宗
教
観
念
論
）
22
（

」
と
い
う
語
彙
で
語
ら
れ
て
い
る
。

ト
レ
ル
チ
は
こ
の
よ
う
な
当
時
の
思
想
的
・
宗
教
的
状
況
を
診
断
し
、
次
の
よ
う
な
言
葉
を
論
文
の
最
後
に
残
し
て
い
る
。「
わ
れ
わ
れ

の
考
察
は
一
つ
の
万
華
鏡
に
等
し
い
）
23
（

」。
文
字
通
り
、
当
時
の
ド
イ
ツ
は
色
と
り
ど
り
の
像
が
現
れ
て
は
消
え
、
け
っ
し
て
固
定
し
た
像
を

わ
れ
わ
れ
に
も
た
ら
し
て
は
く
れ
な
い
万
華
鏡
の
よ
う
な
社
会
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
ト
レ
ル
チ
に
よ
る
時
代
認
識
を
裏
付
け
る
か
の

よ
う
に
、
ド
イ
ツ
は
第
一
次
世
界
大
戦
に
突
入
し
、
敗
戦
を
迎
え
、
新
た
な
世
代
の
台
頭
を
促
す
こ
と
に
な
る
。
一
九
一
三
年
の
万
華
鏡
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は
、
そ
の
ま
ま
後
の
時
代
ま
で
、
時
に
は
過
激
な
発
言
と
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
変
化
を
伴
い
な
が
ら
引
き
継
が
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

三　
「
こ
う
し
て
宗
教
と
し
て
の
ユ
ダ
ヤ
教
は
破
棄
さ
れ
る
」
――
ト
レ
ル
チ
と
コ
ー
エ
ン
――

ト
レ
ル
チ
が
コ
ー
エ
ン
に
つ
い
て
言
及
し
た
テ
ク
ス
ト
を
、
わ
れ
わ
れ
は
第
一
次
世
界
大
戦
中
に
、
ま
た
そ
れ
以
後
に
書
か
れ
た
書

評
、
手
紙
、
論
文
、
そ
し
て
著
書
『
歴
史
主
義
と
そ
の
諸
問
題
』
の
な
か
に
み
つ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。T

h
elogisch

e L
itera

tu
rzeitu

n
g 

に
お
い
て
ト
レ
ル
チ
は
、
一
九
一
五
年
か
ら
一
九
一
八
年
の
あ
い
だ
に
コ
ー
エ
ン
の
書
物
に
関
し
て
三
つ
の
書
評
を
著
し
て
い
る
）
24
（

。
ま
た

一
九
一
六
年
にD

ie C
h
ristlich

e W
elt 

に
三
回
に
分
け
て
掲
載
さ
れ
た
「
保
守
と
リ
ベ
ラ
ル
」
の
な
か
で
も
当
時
の
ユ
ダ
ヤ
教
を
論
じ
る
文

脈
で
コ
ー
エ
ン
に
つ
い
て
触
れ
て
い
る
）
25
（

。
さ
ら
に
は
ト
レ
ル
チ
の
論
文
「
ヘ
ブ
ラ
イ
預
言
者
の
エ
ー
ト
ス
）
26
（

」
を
め
ぐ
っ
て
生
じ
た
、
見
方
に

よ
っ
て
は
コ
ー
エ
ン
側
か
ら
の
一
方
的
な
論
争
に
お
い
て
も
両
者
の
対
立
が
見
出
さ
れ
る
。

（
1
）「
ヘ
ブ
ラ
イ
預
言
者
の
エ
ー
ト
ス
」
を
め
ぐ
る
論
争

ト
レ
ル
チ
と
コ
ー
エ
ン
の
関
係
に
つ
い
て
考
察
す
る
た
め
に
は
、
ト
レ
ル
チ
の
論
文
「
ヘ
ブ
ラ
イ
預
言
者
の
エ
ー
ト
ス
」
を
め
ぐ
る
論
争

を
取
り
上
げ
る
の
が
も
っ
と
も
よ
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
論
文
は
一
九
一
六
年
七
月
に
雑
誌 L

ogos 

に
掲
載
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
彼
が
ハ

イ
ン
リ
ヒ
・
リ
ッ
カ
ー
ト
に
宛
て
た
手
紙
を
読
む
と
、
一
九
一
五
年
一
二
月
九
日
に
は
す
で
に
完
成
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
）
27
（

。
さ
ら
に
ト

レ
ル
チ
は
一
九
一
七
年
一
月
九
日
に
書
か
れ
た
リ
ッ
カ
ー
ト
へ
の
手
紙
で
、「
ヘ
ブ
ラ
イ
預
言
者
の
エ
ー
ト
ス
」
は
「
ア
ス
ケ
ー
ゼ
の
概
念

を
め
ぐ
る
研
究
の
た
め
の
前
提
」
で
あ
り
、
そ
の
概
念
は
「
あ
ら
ゆ
る
文
化
哲
学
に
と
っ
て
き
わ
め
て
重
要
な
問
題
で
あ
る
」
と
記
し
て
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い
る
）
28
（

。
し
か
し
、
こ
の
ト
レ
ル
チ
の
預
言
者
論
を
厳
し
く
批
判
し
た
者
が
い
た
。
コ
ー
エ
ン
で
あ
る
。
当
初
は
、
コ
ー
エ
ン
と
い
う
よ
り
彼
の
弟

子
で
あ
る
ベ
ン
ツ
ィ
オ
ン
・
ケ
ラ
ー
マ
ン
に
よ
っ
て
ト
レ
ル
チ
批
判
が
な
さ
れ
る
は
ず
で
あ
っ
た
が
、
彼
の
論
文
はL

ogos

か
ら
掲
載
を
拒

否
さ
れ
て
し
ま
う
）
29
（

。
ト
レ
ル
チ
は
、
リ
ッ
カ
ー
ト
に
対
し
て
ケ
ラ
ー
マ
ン
の
批
判
は
「
恐
ろ
し
い
ほ
ど
合
理
的
な
無
駄
話
）
30
（

」
だ
と
告
白
し
て

お
り
、
こ
れ
に
続
く
か
た
ち
で
コ
ー
エ
ン
は
「
預
言
者
宗
教
と
社
会
学
）
31
（

」
と
い
う
論
文
を
書
い
た
が
、
そ
の
内
容
は
明
ら
か
に
ト
レ
ル
チ
の

預
言
者
解
釈
に
対
す
る
批
判
で
あ
っ
た
。
と
く
に
両
者
の
あ
い
だ
で
問
題
と
な
っ
た
の
は
、
一
見
す
る
と
方
法
論
上
の
対
立
で
あ
っ
た
よ
う

に
思
わ
れ
た
。
し
か
し
、
彼
ら
の
思
想
的
格
闘
は
単
に
方
法
論
の
問
題
に
還
元
で
き
る
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
こ
こ
に
は
〈
宗

教
〉
と
〈
歴
史
〉
を
め
ぐ
る
両
者
の
根
本
的
な
相
違
が
大
き
く
作
用
し
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。

ト
レ
ル
チ
は
、「
ヘ
ブ
ラ
イ
預
言
者
の
エ
ー
ト
ス
」
の
冒
頭
で
ま
ず
方
法
論
の
問
題
を
取
り
上
げ
て
い
る
。
彼
に
よ
れ
ば
、
当
時
の

宗
教
学
は
二
つ
の
対
立
す
る
方
向
に
あ
る
。
一
つ
は
「
実
証
的
＝
経
験
的
宗
教
学
」（d

ie
 p

o
s
itiv

is
tis

c
h

-e
m

p
iris

tis
c

h
e

 R
e

lig
io

n
s
-

w
is

s
e

n
s
c

h
a

ft

）
で
あ
り
、
こ
れ
は
「
思
慮
深
く
再
構
築
さ
れ
た
原
初
の
人
類
と
野
獣
の
原
初
的
生
活
な
ら
び
に
思
考
の
諸
条
件
に
基
づ
い

て
宗
教
的
表
象
世
界
を
神
話
と
し
て
説
明
し
、
あ
ら
ゆ
る
儀
式
を
そ
れ
と
関
連
す
る
魔
術
か
ら
演
繹
」
し
よ
う
と
す
る
）
32
（

。
し
か
し
、
こ
の
方

法
に
お
い
て
は
す
べ
て
の
強
調
点
は
「
過
去
」
に
あ
り
、「
現
在
と
未
来
は
宗
教
の
衰
弱
と
死
滅
と
し
て
の
み
問
題
と
な
る
）
33
（

」。

も
う
一
つ
は
「
観
念
論
的
＝
超
越
論
的
宗
教
学
」（d

ie
 id

e
alistisch

-tran
sze

n
d

e
n

tale
 R

e
lig

io
n

sw
isse

n
sch

aft

）
で
あ
り
、
こ
れ
は

「
理
念
世
界
の
創
出
を
ば
人
間
精
神
の
本
質
的
で
歴
史
的
な
自
己
発
展
で
あ
る
と
考
え
、
こ
う
し
て
つ
く
ら
れ
た
理
念
の
あ
い
だ
か
ら
意
識

の
機
構
と
何
ら
か
の
仕
方
で
密
接
に
結
び
つ
い
た
宗
教
的
理
念
を
と
く
に
取
り
出
し
て
み
せ
る
）
34
（

」。
こ
の
方
法
論
に
お
い
て
は
「
現
在
と
未

来
の
あ
ら
ゆ
る
仕
事
は
、
歴
史
的
宗
教
世
界
に
お
け
る
一
見
し
て
錯
綜
し
た
行
為
か
ら
、
い
た
る
と
こ
ろ
で
そ
の
行
為
を
基
礎
づ
け
て
い
る

よ
う
な
意
識
の
根
本
に
根
ざ
し
、
そ
の
有
機
的
連
関
に
と
っ
て
本
質
的
な
理
念
を
抽
出
す
る
）
35
（

」
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
よ
う
に
し
て
取

り
出
さ
れ
た
理
念
は
「
無
時
間
的
で
、
一
般
的
に
妥
当
し
、
そ
し
て
普
遍
的
」
で
あ
り
、
神
話
や
ド
グ
マ
の
下
に
隠
さ
れ
て
い
る
「
そ
の
理
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想
的
な
核
」
は
「
時
代
史
的
な
上
塗
り
か
ら
」
引
き
出
さ
れ
る
）
36
（

。
か
く
し
て
「
観
念
論
的
＝
超
越
論
的
宗
教
学
」
は
、
本
質
的
に
し
て
純
粋

な
核
を
「
純
粋
理
性
の
限
界
の
内
部
で
」
作
り
上
げ
、「
未
来
の
人
類
宗
教
」
た
ら
し
め
よ
う
と
す
る
）
37
（

。
明
ら
か
に
後
者
の
方
法
は
、
コ
ー

エ
ン
の
立
場
を
示
し
て
い
よ
う
。
ト
レ
ル
チ
は
「
預
言
者
宗
教
と
最
高
に
活
動
的
で
生
き
生
き
と
し
て
い
る
が
、
文
化
に
無
関
心
で
、
そ
れ

ど
こ
ろ
か
文
化
に
敵
対
的
な
倫
理
と
の
関
連
」
の
重
要
性
を
指
摘
す
る
さ
い
、
先
の
二
つ
の
方
法
は
「
自
ら
の
観
点
に
基
づ
い
て
あ
ら
ゆ
る

も
の
を
合
理
的
目
的
か
ら
把
握
」
し
て
お
り
、「
歴
史
的
形
態
の
内
的
自
己
価
値
や
独
自
の
意
味
へ
と
浸
り
き
る
こ
と
は
な
い
」
と
書
い
て

い
る
）
38
（

。
い
い
換
え
れ
ば
、「
観
念
論
的
合
理
主
義
」（d

e
r id

e
alistisch

e
 R

atio
n

alism
u

s

）
と
い
う
方
法
で
は
禁
欲
の
問
題
を
適
切
に
理
解

す
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
り
、
そ
こ
で
は
コ
ー
エ
ン
の
名
前
が
「
ユ
ダ
ヤ
教
と
理
性
の
同
一
化
」
と
い
う
言
葉
と
と
も
に
あ
げ
ら
れ
て

い
る
）
39
（

。
こ
う
し
て
ト
レ
ル
チ
は
上
記
の
二
つ
の
方
法
を
批
判
し
な
が
ら
、「
そ
の
つ
ど
の
位コ
ン
ス
テ
ラ
チ
オ
ン

置
関
係
の
な
か
で
形
成
さ
れ
る
内
容
を
そ
の
新
し
い

内
実
の
な
か
で
追
感
し
、
感
じ
取
り
な
が
ら
理
解
す
る
よ
う
な
」「
宗
教
史
的
方
法
」
を
明
示
す
る
）
40
（

。
彼
は
「
ヘ
ブ
ラ
イ
的
預
言
者
宗
教
を
、

も
っ
と
も
多
様
な
諸
事
情
の
相
互
作
用
か
ら
追
感
し
つ
つ
理
解
し
、
何
よ
り
も
ま
ず
そ
れ
自
体
が
単
な
る
起
源
的
要
素
か
ら
分
離
し
て
い
く

こ
と
を
注
視
す
る
よ
う
な
理
解
」
を
目
指
す
。
そ
し
て
、
そ
の
た
め
の
方
法
は
「
ヘ
ブ
ラ
イ
的
預
言
者
宗
教
を
二
つ
の
支
配
的
理
論
〔「
実

証
主
義
的
＝
経
験
主
義
的
宗
教
学
」
と
「
観
念
論
的
＝
超
越
論
的
宗
教
学
」〕
と
い
う
意
味
で
の
説
明
の
試
み
よ
り
も
生
き
生
き
と
、
そ
し

て
深
く
見
抜
く
だ
ろ
う
」
と
述
べ
て
い
る
）
41
（

。
要
す
る
に
、
こ
こ
で
問
題
と
な
っ
て
い
る
の
は
実
証
主
義
、
そ
し
て
歴
史
主
義
の
時
代
の
な
か

で
、
い
か
に
し
て
過
去
の
宗
教
的
伝
統
の
価
値
と
テ
ク
ス
ト
を
現
在
に
お
い
て
も
意
味
あ
る
も
の
と
し
て
理
解
で
き
る
か
と
い
う
、
方
法
論

に
は
限
定
さ
れ
な
い
ア
ク
チ
ュ
ア
ル
な
関
心
で
あ
る
。

さ
ら
に
ト
レ
ル
チ
は
「
イ
ス
ラ
エ
ル
と
ヤ
ハ
ウ
ェ
の
本
質
的
相
互
帰
属
性
）
42
（

」
に
注
目
し
な
が
ら
、
そ
の
両
者
の
共
同
体
が
「
信
仰
と
信
頼

の
内
面
性
お
よ
び
人
格
的
相
互
関
係
）
43
（

」
に
変
わ
っ
て
い
く
こ
と
を
指
摘
し
、「
人
格
的
で
生
き
生
き
と
し
、
信
仰
者
と
も
っ
と
も
密
接
に
結

び
つ
い
て
い
る
が
、
信
仰
者
に
絶
対
的
に
対
向
し
て
い
る
神
性
と
の
、
信
仰
と
信
頼
、
ま
た
献
身
と
愛
と
に
よ
る
ま
っ
た
き
人
格
的
関
係
」
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を
「
預
言
者
宗
教
の
普
遍
的
に
し
て
人
間
的
な
意
義
」
と
み
て
い
る
）
44
（

。
し
か
し
、
ト
レ
ル
チ
は
捕
囚
以
後
の
ユ
ダ
ヤ
教
が
――
「
パ
ー
リ
ア

民
族
」
や
「
ゲ
ッ
ト
ー
・
ユ
ダ
ヤ
教
」
と
い
う
言
葉
を
用
い
つ
つ
――
「
預
言
者
の
理
念
」
か
ら
離
れ
て
い
っ
た
事
実
を
指
摘
す
る
こ
と
を

忘
れ
な
い
）
45
（

。
い
い
換
え
れ
ば
、
ト
レ
ル
チ
は
預
言
者
宗
教
が
本
来
「
人
格
的
で
超
世
界
的
な
意
志
の
神
の
宗
教
、
そ
し
て
そ
の
神
と
の
共
同

体
の
な
か
で
形
成
さ
れ
る
人
間
的
人
格
性
の
宗
教
）
46
（

」
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
歴
史
の
進
展
と
と
も
に
そ
の
宗
教
が

ユ
ダ
ヤ
的
特
殊
主
義
へ
と
陥
っ
て
し
ま
っ
た
と
考
え
た
の
で
あ
る
。
彼
は
い
う
。「
預
言
者
の
人
倫
性
は
人
類
の
人
倫
性
で
は
な
く
、
あ
ら

ゆ
る
古
代
の
民
族
に
特
有
の
慣
習
、
法
、
そ
し
て
道
徳
か
ら
は
ま
っ
た
く
切
り
離
し
え
な
い
イ
ス
ラ
エ
ル
の
人
倫
性
で
あ
る
）
47
（

」。
し
か
し
ト

レ
ル
チ
に
と
っ
て
、
よ
り
重
要
な
こ
と
は
、
こ
の
預
言
者
宗
教
の
内
実
が
歴
史
と
と
も
に
ど
こ
へ
向
か
っ
た
か
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
彼
は

は
っ
き
り
と
そ
の
答
え
を
述
べ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、「
キ
リ
ス
ト
教
の
な
か
で
、
あ
る
い
は
よ
り
的
確
に
い
え
ば
イ
エ
ス
の
説
教
の
な
か

で
預
言
者
宗
教
は
ふ
た
た
び
生
気
を
取
り
戻
し
、
若
返
る
）
48
（

」
と
。

こ
の
よ
う
な
ト
レ
ル
チ
の
議
論
に
我
慢
で
き
な
か
っ
た
の
が
コ
ー
エ
ン
で
あ
り
、
そ
の
弟
子
で
あ
っ
た
。
コ
ー
エ
ン
に
と
っ
て
「
世
界
宗

教
」
と
し
て
の
ユ
ダ
ヤ
教
は
「
純
粋
な
人
倫
性
の
宗
教
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
）
49
（

、「
神
と
人
間
と
の
あ
い
だ
の
関
係
）
50
（

」
を
示
さ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
し
か
も
そ
こ
に
「
普
遍
的
メ
シ
ア
ニ
ズ
ム
）
51
（

」
が
あ
る
以
上
、「
神
と
人
間
と
の
あ
い
だ
の
関
係
」
は
神
と
人
類
の
関
係
へ
と
展
開

さ
れ
る
こ
と
は
当
然
の
成
り
行
き
で
あ
る
。
し
か
し
、
ト
レ
ル
チ
に
よ
っ
て
――
コ
ー
エ
ン
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
――
「
預
言
者
の
倫
理
」

は
「
農
民
の
道
徳
」
へ
と
貶
め
ら
れ
、「
神
論
の
普
遍
主
義
」
は
「
部
族
神
の
特
殊
主
義
」
へ
と
押
し
込
め
ら
れ
て
し
ま
っ
た
）
52
（

。
ユ
ダ
ヤ
教

の
な
か
で
は
「
人
間
性
」
や
「
自
由
」、
ま
し
て
や
近
代
的
な
意
味
に
お
け
る
「
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
」
や
「
社
会
主
義
」
と
結
び
つ
く
も
の
は

も
は
や
な
か
っ
た
）
53
（

。
む
し
ろ
、
ユ
ダ
ヤ
教
の
な
か
に
本
来
あ
っ
た
「
預
言
者
の
エ
ー
ト
ス
」
は
キ
リ
ス
ト
教
に
引
き
継
が
れ
、
そ
の
な
か
で

展
開
さ
れ
る
こ
と
で
は
じ
め
て
世
界
史
的
意
義
を
も
ち
え
た
の
で
あ
る
。「
神
と
人
間
と
の
あ
い
だ
の
関
係
」
を
具
現
化
し
て
い
る
ユ
ダ
ヤ

教
が
、
そ
し
て
そ
の
神
が
イ
ス
ラ
エ
ル
に
の
み
限
定
さ
れ
る
な
ら
ば
、
ユ
ダ
ヤ
教
は
コ
ー
エ
ン
的
な
意
味
に
お
い
て
〈
宗
教
〉
と
名
の
る
こ

と
は
で
き
な
く
な
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
コ
ー
エ
ン
は
次
の
よ
う
に
い
わ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。「
こ
う
し
て
宗
教
と
し
て
の
ユ
ダ
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ヤ
教
は
破
棄
さ
れ
る
）
54
（

」。

（
2
）
二
つ
の
「
文
化
総
合
」
と
〈
歴
史
〉

ト
レ
ル
チ
の
コ
ー
エ
ン
批
判
は
一
見
し
て
方
法
論
に
集
中
し
て
い
る
よ
う
に
み
え
た
が
、
最
終
的
に
コ
ー
エ
ン
と
っ
て
は
〈
宗
教
〉
と

し
て
の
ユ
ダ
ヤ
教
の
廃
棄
に
ま
で
つ
な
が
る
内
容
を
含
ん
で
い
た
。
し
か
し
、
こ
の
問
題
は
さ
ら
に
ト
レ
ル
チ
と
コ
ー
エ
ン
の
違
い
を
際

立
た
せ
る
こ
と
に
な
る
。
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、「
ヘ
ブ
ラ
イ
的
預
言
者
宗
教
を
、
も
っ
と
も
多
様
な
諸
事
情
の
相
互
作
用
か
ら
追
感
し
つ

つ
理
解
し
、
何
よ
り
も
ま
ず
そ
れ
自
体
が
単
な
る
起
源
的
要
素
か
ら
分
離
し
て
い
く
こ
と
を
注
視
す
る
よ
う
な
理
解
」
や
「
そ
の
つ
ど
の

位コ
ン
ス
テ
ラ
チ
オ
ン

置
関
係
の
な
か
で
形
成
さ
れ
る
内
容
を
そ
の
新
し
い
内
実
の
な
か
で
追
感
し
、
感
じ
取
り
な
が
ら
理
解
す
る
よ
う
な
」「
宗
教
史
的
方
法
」

が
ト
レ
ル
チ
の
預
言
者
解
釈
の
鍵
で
あ
っ
た
。
彼
は
ヘ
ブ
ラ
イ
預
言
者
の
エ
ー
ト
ス
を
現
実
の
〈
歴
史
〉
状
況
に
配
置
し
な
が
ら
、
し
か

し
、
そ
の
エ
ー
ト
ス
が
ユ
ダ
ヤ
教
と
い
う
制
約
を
乗
り
越
え
て
、
キ
リ
ス
ト
教
の
な
か
に
流
れ
込
み
、
そ
こ
で
若
返
る
こ
と
で
世
界
史
的
か

つ
現
在
的
な
意
義
を
獲
得
す
る
可
能
性
を
動
的
に
描
い
た
の
で
あ
っ
た
。
ヘ
ブ
ラ
イ
預
言
者
の
エ
ー
ト
ス
を
コ
ン
テ
ク
ス
ト
化
し
な
が
ら

も
、
し
か
し
、
そ
れ
が
コ
ン
テ
ク
ス
ト
か
ら
分
離
し
、
一
つ
の
原
理
と
な
っ
て
い
く
歴
史
を
描
く
「
宗
教
史
的
方
法
」
は
、
単
な
る
預
言
者

解
釈
の
方
法
論
に
と
ど
ま
る
も
の
で
は
け
っ
し
て
な
い
。
ト
レ
ル
チ
の
方
法
論
は
、
彼
の
「
文
化
総
合
」
の
思
想
、
そ
し
て
「
歴
史
を
歴
史

に
よ
っ
て
克
服
す
る
）
55
（

」（G
e

sch
ich

te
 d

u
rch

 G
e

sch
ich

te
 ü

b
e

r
w

in
d

e
n

）
と
い
う
ト
レ
ル
チ
の
モ
ッ
ト
ー
を
も
、
そ
の
射
程
に
お
さ
め
て

い
る
。

ト
レ
ル
チ
の
死
後
に
ハ
ン
ス
・
バ
ロ
ン
に
よ
っ
て
編
集
さ
れ
た
著
作
集
に
お
い
て
、「
ヘ
ブ
ラ
イ
預
言
者
の
エ
ー
ト
ス
」
は
「
ヘ
ブ

ラ
イ
預
言
者
の
信
仰
と
エ
ー
ト
ス
」
と
タ
イ
ト
ル
を
変
え
て
い
る
が
、
同
時
に
そ
こ
に
は
ト
レ
ル
チ
に
よ
る
補
足
も
お
さ
め
ら
れ
て
い

る
。
興
味
深
い
こ
と
に
、
ト
レ
ル
チ
は
「
ヘ
ブ
ラ
イ
ス
ム
ス
の
西
洋
に
対
す
る
継
続
的
作
用
）
56
（

」（F
o

rtw
irk

u
n

g
 d

e
s H

e
b

raism
u

s au
f d

as 
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A
b

e
n

d
lan

d

）
と
い
う
語
彙
と
と
も
に
、
次
の
よ
う
に
ヘ
ブ
ラ
イ
ス
ム
ス
の
神
理
念
を
彼
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
文
化
総
合
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
へ
と

組
み
入
れ
る
の
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、「
ユ
ダ
ヤ
預
言
者
た
ち
の
信
仰
が
提
示
し
て
い
る
の
は
、
あ
る
理
念
的
内
実
が
そ
の
元
来
の
社
会

学
的
な
生
の
諸
形
式
か
ら
分
離
し
て
い
く
こ
と
を
示
す
、
も
っ
と
も
具
象
的
な
諸
例
の
一
つ
で
あ
る
。
ヘ
ブ
ラ
イ
ス
ム
ス
の
神
理
念
は
単
に

ユ
ダ
ヤ
的
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
か
ら
だ
け
で
な
く
、
よ
り
重
要
な
こ
と
に
、
古
代
イ
ス
ラ
エ
ル
の
社
会
学
的
諸
関
係
か
ら
も
ま
た
解
放
さ
れ
、

一
つ
の
宗
教
的
＝
倫
理
的
原
理
そ
れ
自
体
に
な
っ
た
の
で
あ
る
）
57
（

」。
こ
れ
は
ま
さ
に
「
根
源
的
に
純
社
会
学
的
な
も
の
の
宗
教
的
な
も
の
へ

の
変
容
）
58
（

」
を
示
し
て
お
り
、「
目
的
の
メ
タ
モ
ル
フ
ォ
ー
ゼ
）
59
（

」
が
彼
の
「
宗
教
史
的
方
法
」
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

「
宗
教
的
＝
倫
理
的
原
理
」
と
し
て
の
預
言
者
の
エ
ー
ト
ス
の
キ
リ
ス
ト
教
へ
の
移
行
――
こ
の
モ
チ
ー
フ
は
、『
歴
史
主
義
と
そ
の
諸
問

題
』
に
お
い
て
、「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
化
総
合
」
に
お
け
る
四
つ
の
基
本
勢
力
の
一
つ
――
他
の
三
つ
は
、「
古
典
的
ギ
リ
シ
ア
文
化
」「
古
代

の
帝
国
主
義
」「
わ
れ
わ
れ
の
西
洋
的
中
世
」
――
で
あ
る
「
ヘ
ブ
ラ
イ
的
預
言
者
宗
教
」
が
、「
キ
リ
ス
ト
教
と
と
も
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
世
界

の
一
つ
の
支
柱
」
に
な
っ
た
と
い
わ
れ
、
そ
の
射
程
を
現
在
に
ま
で
広
げ
な
が
ら
再
現
さ
れ
る
）
60
（

。
ま
た
同
じ
著
書
に
お
け
る
「
イ
デ
オ
ロ

ギ
ー
的
な
内
実
に
新
し
い
社
会
学
的
身
体
を
創
造
し
、
社
会
学
的
な
身
体
に
新
し
く
（n

e
u

）
新
鮮
な
（frisch

）
精
神
性
で
も
っ
て
…
…

魂
を
入
れ
る
）
61
（

」
と
い
う
表
現
は
、
現
在
を
も
視
野
に
入
れ
た
預
言
者
宗
教
の
エ
ー
ト
ス
と
キ
リ
ス
ト
教
の
関
係
を
考
察
す
る
た
め
の
方
法
論

と
し
て
読
む
こ
と
が
で
き
る
。
ト
ゥ
ル
ツ
・
レ
ン
ト
ル
フ
は
、
上
記
の
引
用
の
「
新
し
く
」「
新
鮮
な
」
と
い
う
言
葉
を
「
偉
大
な
歴
史
的

内
実
の
新
た
な
連
関
、
適
応
、
そ
し
て
改
造
）
62
（

」
と
い
う
表
現
へ
と
接
続
さ
せ
る
）
63
（

。
ま
さ
に
、
こ
れ
ら
の
表
現
は
「
歴
史
を
歴
史
に
よ
っ
て
克

服
す
る
」
と
い
う
モ
ッ
ト
ー
の
い
い
換
え
で
あ
り
、
ど
こ
ま
で
も
歴
史
の
地
平
に
踏
み
と
ど
ま
り
な
が
ら
、
歴
史
的
所
産
に
内
在
し
て
い
る

新
し
く
創
造
的
な
可
能
性
を
追
求
し
、
近
代
の
歴
史
意
識
が
突
き
つ
け
る
問
題
か
ら
、
そ
し
て
文
化
総
合
と
い
う
課
題
か
ら
け
っ
し
て
逃
避

し
な
い
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。

わ
れ
わ
れ
は
、
ト
レ
ル
チ
の
「
宗
教
史
的
方
法
」
が
彼
の
文
化
総
合
の
問
題
に
ま
で
つ
な
が
っ
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
た
。
実
は
コ
ー
エ

ン
の
方
法
論
も
ま
た
彼
の
考
え
る
文
化
総
合
、
す
な
わ
ち
ユ
ダ
ヤ
性
と
ド
イ
ツ
性
の
総
合
と
の
密
接
な
関
係
の
な
か
に
あ
っ
た
。
コ
ー
エ
ン
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の
方
法
論
は
ト
レ
ル
チ
に
よ
っ
て
「
観
念
論
的
＝
超
越
論
的
宗
教
学
」
や
「
観
念
論
的
合
理
主
義
」
と
定
義
さ
れ
て
い
た
が
、
コ
ー
エ
ン

は
自
ら
の
方
法
論
を
「
概
念
的
理
念
化
）
64
（

」（d
ie

 b
e

g
riffl

ich
e

 Id
e

alisie
ru

n
g

）
と
呼
ん
だ
。
彼
に
と
っ
て
宗
教
哲
学
は
、「
宗
教
の
本
質
」

を
「
そ
の
根
本
思
想
の
概
念
的
理
念
化
」
に
よ
っ
て
構
成
す
る
学
で
あ
る
）
65
（

。
し
か
し
、
こ
れ
に
対
し
て
「
宗
教
史
」
は
「
本
質
を
定
義
す

る
」
課
題
や
能
力
を
保
持
し
て
お
ら
ず
、「
宗
教
哲
学
だ
け
が
宗
教
に
お
け
る
本
質
と
非
本
質
的
な
も
の
を
区
別
す
る
責
任
を
引
き
受
け
る

こ
と
が
で
き
る
）
66
（

」。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
の
方
法
論
の
下
で
は
ユ
ダ
ヤ
教
も
ま
た
「
ユ
ダ
ヤ
教
の
『
概
念
的
理
念
化
）
67
（

』」
で
あ
り
、
コ
ー
エ
ン
に
よ

れ
ば
預
言
者
の
倫
理
や
神
論
の
普
遍
主
義
な
ど
は
「
わ
れ
わ
れ
の
宗
教
の
永
遠
な
る
本
質
）
68
（

」
を
形
成
し
て
い
る
。
彼
の
議
論
を
受
け
る
か
の

よ
う
に
、
ト
レ
ル
チ
は
コ
ー
エ
ン
が
「
意
識
的
に
ユ
ダ
ヤ
教
を
『
理
念
化
）
69
（

』」
し
て
お
り
、「
歴
史
的
世
界
に
対
す
る
合
理
主
義
の
完
全
な

不
寛
容
と
無
感
覚
は
、
コ
ー
エ
ン
に
お
け
る
ほ
と
ん
ど
涙
ぐ
ま
し
い
ほ
ど
の
無
邪
気
さ
の
う
ち
に
絶
え
ず
あ
ら
わ
れ
て
い
る
）
70
（

」
と
書
い
て
い

る
。
こ
う
し
て
コ
ー
エ
ン
は
、「
概
念
的
理
念
化
」
に
よ
っ
て
〈
歴
史
〉
か
ら
離
れ
た
ユ
ダ
ヤ
教
の
「
永
遠
な
る
本
質
」
を
、
い
わ
ば
限
界

概
念
と
し
て
構
成
し
て
い
く
。

ま
た
コ
ー
エ
ン
は
、
ド
イ
ツ
性
の
特
徴
を
カ
ン
ト
や
シ
ラ
ー
に
お
け
る
「
人
倫
的
自
由
」、
バ
ッ
ハ
や
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
に
お
け
る
「
芸

術
の
な
か
の
も
っ
と
も
理
想
的
な
も
の
」
の
う
ち
に
み
て
い
く
）
71
（

。
と
り
わ
け
、
コ
ー
エ
ン
に
と
っ
て
ド
イ
ツ
哲
学
と
は
「
観
念
論｣

に
他
な

ら
ず
）
72
（

、「
幸
福
主
義
の
拒
絶
」
）
73
（

や
理
念
と
し
て
の
神
な
ど
）
74
（

、
ユ
ダ
ヤ
教
と
カ
ン
ト
哲
学
の
内
的
類
似
性
が
多
々
あ
げ
ら
れ
る
。
し
か
し
、
こ

の
ド
イ
ツ
性
の
理
解
も
ま
た
「
概
念
的
理
念
化
」
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
た
も
の
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
コ
ー
エ
ン
が
生
き
た
時
代

は
、
反
ユ
ダ
ヤ
主
義
と
無
縁
な
ド
イ
ツ
で
は
あ
り
え
ず
、
カ
ン
ト
や
シ
ラ
ー
と
は
異
な
る
理
念
に
よ
っ
て
突
き
動
か
さ
れ
て
い
た
か
ら
で
あ

る
。
そ
れ
ゆ
え
、
コ
ー
エ
ン
の
ユ
ダ
ヤ
性
と
ド
イ
ツ
性
は
、
未
来
に
対
す
る
課
題
と
し
て
の
働
き
を
も
っ
て
い
て
も
、
現
実
の
具
体
的
歴
史

か
ら
形
成
さ
れ
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
彼
の
文
化
総
合
は
歴
史
的
現
実
に
根
ざ
し
た
ユ
ダ
ヤ
性
と
ド
イ
ツ
性
の

総
合
で
は
な
く
、
む
し
ろ
《
理
念
化
さ
れ
た
》
ユ
ダ
ヤ
性
と
ド
イ
ツ
性
の
総
合
で
あ
っ
た
。
ト
レ
ル
チ
は
『
歴
史
主
義
と
そ
の
諸
問
題
』
の

な
か
で
コ
ー
エ
ン
が
「
歴
史
的
現
実
主
義
）
75
（

」
か
ら
退
出
し
て
い
る
こ
と
指
摘
し
、
そ
こ
に
「
反
歴
史
主
義
）
76
（

」
を
み
た
こ
と
は
正
し
い
判
断
で
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あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。

四　
「
神
は
ま
さ
に
宗
教
を
創
造
し
た
の
で
は
な
く
世
界
を
創
造
し
た
」

――
ロ
ー
ゼ
ン
ツ
ヴ
ァ
イ
ク
――

ト
レ
ル
チ
と
コ
ー
エ
ン
の
対
立
は
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
神
学
者
と
ユ
ダ
ヤ
人
哲
学
者
の
あ
い
だ
の
方
法
論
の
違
い
に
は
じ
ま
り
、〈
宗
教
〉

と
〈
歴
史
〉
を
鍵
語
と
し
な
が
ら
、
両
者
の
「
文
化
総
合
」
の
問
題
に
ま
で
通
じ
て
い
た
。
し
か
し
彼
ら
の
後
に
続
い
た
世
代
は
、〈
宗
教
〉

概
念
や
世
俗
的
な
〈
歴
史
〉
に
は
目
も
く
れ
ず
、
宗
教
、
歴
史
、
そ
し
て
近
代
そ
れ
自
体
へ
の
批
判
に
集
中
し
て
い
っ
た
「
神
の
フ
ロ
ン
ト

世
代
）
77
（

」
で
あ
っ
た
。
バ
ル
ト
や
ロ
ー
ゼ
ン
ツ
ヴ
ァ
イ
ク
に
代
表
さ
れ
る
、
こ
の
新
し
い
世
代
は
ト
レ
ル
チ
や
コ
ー
エ
ン
の
世
代
か
ら
屈
折
し

た
影
響
を
受
け
な
が
ら
も
、
自
分
た
ち
の
新
し
い
道
を
探
し
は
じ
め
て
い
た
。

ユ
ダ
ヤ
人
思
想
家
ロ
ー
ゼ
ン
ツ
ヴ
ァ
イ
ク
が
「
神
学
者
た
ち
の
な
か
の
真
の
反
キ
リ
ス
ト
）
78
（

」
と
し
て
真
っ
先
に
挙
げ
る
の
が
ト
レ
ル
チ
で

あ
っ
た
）
79
（

。
手
紙
の
な
か
の
言
葉
な
の
で
、
そ
の
意
味
は
判
然
と
し
な
い
も
の
の
、
ロ
ー
ゼ
ン
ツ
ヴ
ァ
イ
ク
は
す
ぐ
に
ト
レ
ル
チ
が
「
キ
リ
ス

ト
教
の
絶
対
的
性
格
を
世
俗
的
な
言
葉
の
う
ち
に
確
立
）
80
（

」
し
よ
う
と
し
て
い
る
と
非
難
す
る
。
ま
た
彼
は
講
演
の
な
か
で
、
お
そ
ら
く
ハ

ル
ナ
ッ
ク
の
『
キ
リ
ス
ト
教
の
本
質
』
お
よ
び
そ
れ
に
対
す
る
レ
オ
・
ベ
ッ
ク
の
批
判
を
意
識
し
て
で
あ
ろ
う
か
）
81
（

、「
目
標
は
ユ
ダ
ヤ
教
の

『
本
質
』（W
e

se
n

）
で
は
な
く
、
ユ
ダ
ヤ
教
全
体
（d

as g
an

ze
 Ju

d
e

n
tu

m
）、
本
質
で
は
ま
っ
た
く
な
く
、
む
し
ろ
生
（L

e
b

e
n

）
で
あ

る
）
82
（

」
と
き
っ
ぱ
り
書
い
て
い
る
。
ト
レ
ル
チ
に
対
す
る
批
判
は
、「
宗
教
史
的
方
法
」
と
キ
リ
ス
ト
教
の
絶
対
性
の
問
題
と
の
関
係
に
向
け

ら
れ
て
い
る
と
読
め
る
し
、
ま
た
「
本
質
」
論
に
対
す
る
批
判
は
ハ
ル
ナ
ッ
ク
の
み
な
ら
ず
、
宗
教
哲
学
に
よ
っ
て
「
わ
れ
わ
れ
の
宗
教
の

永
遠
な
る
本
質
」
を
構
成
し
よ
う
と
す
る
コ
ー
エ
ン
を
も
、
そ
の
射
程
に
お
さ
め
ず
に
は
お
か
な
い
で
あ
ろ
う
。
と
り
わ
け
〈
歴
史
〉
理
解
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を
め
ぐ
っ
て
は
、
ロ
ー
ゼ
ン
ツ
ヴ
ァ
イ
ク
の
ユ
ダ
ヤ
人
理
解
が
大
き
な
役
割
を
演
じ
て
い
る
。
彼
は
い
う
。「
ユ
ダ
ヤ
教
の
精
神
は
歴
史
を

許
容
し
な
い
…
…
時
間
は
そ
の
力
を
失
う
。
わ
れ
わ
れ
は
老
い
る
こ
と
が
な
い
…
…
わ
れ
わ
れ
は
永
遠
で
あ
る
）
83
（

」。
そ
れ
ゆ
え
「
ユ
ダ
ヤ
人

は
、
そ
の
自
ら
の
永
遠
性
の
う
ち
で
時
間
に
対
し
て
時
間
が
意
の
ま
ま
に
で
き
な
い
よ
う
な
永
遠
な
る
も
の
を
差
し
出
す
）
84
（

」。

さ
ら
に
彼
は
、
論
文
「
新
し
い
思
考
」
の
な
か
で
ト
レ
ル
チ
の
み
な
ら
ず
コ
ー
エ
ン
を
も
否
定
す
る
よ
う
に
、
こ
う
書
く
の
で
あ
っ
た
。

「
神
は
ま
さ
に
宗
教
を
創
造
し
た
の
で
は
な
く
世
界
を
創
造
し
た
）
85
（

」。
彼
に
と
っ
て
神
は
ユ
ダ
ヤ
教
や
キ
リ
ス
ト
教
と
い
う
「
宗
教
」
を
創
っ

た
の
で
は
な
い
。
ユ
ダ
ヤ
教
も
キ
リ
ス
ト
教
も
「
唯
一
根
源
的
に
ま
っ
た
く
『
非
宗
教
的
な
』
何
か
）
86
（

」
で
あ
り
、
人
間
の
手
に
よ
っ
て
創
設

さ
れ
た
共
同
体
で
は
な
い
。
ユ
ダ
ヤ
教
は
、
人
間
の
手
に
よ
っ
て
は
ど
う
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
「
一
つ
の
事
実
）
87
（

」
で
あ
る
。
ユ
ダ
ヤ
教
と

は
、
ユ
ダ
ヤ
人
と
し
て
こ
の
世
界
に
生
ま
れ
た
と
い
う
事
実
に
の
み
立
脚
し
た
共
同
体
で
あ
り
、
ユ
ダ
ヤ
人
は
「
身
体
の
自
然
的
な
繁
殖
の

な
か
に
そ
の
永
遠
性
の
保
証
を
有
し
て
い
る
）
88
（

」。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
こ
で
「
必
要
と
さ
れ
て
い
る
の
は
一
種
の
『
自
己
根
拠
づ
け
）
89
（

』」
で
あ
り
、

永
遠
性
の
根
拠
は
自
ら
が
属
し
て
い
る
ユ
ダ
ヤ
人
の
共
同
体
に
の
み
存
す
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
ロ
ー
ゼ
ン
ツ
ヴ
ァ
イ
ク
に
よ
っ
て
〈
歴

史
〉
は
ユ
ダ
ヤ
人
と
は
無
縁
の
も
の
と
な
り
、
ユ
ダ
ヤ
教
の
「
本
質
」
も
否
定
さ
れ
、
さ
ら
に
は
〈
宗
教
〉
で
さ
え
な
い
と
宣
告
さ
れ
て
し

ま
っ
た
。
第
一
次
世
界
大
戦
の
衝
撃
の
下
に
あ
っ
た
「
神
の
フ
ロ
ン
ト
世
代
」
と
し
て
の
ロ
ー
ゼ
ン
ツ
ヴ
ァ
イ
ク
に
し
て
み
れ
ば
、
自
ら
の

「
哲
学
体
系
）
90
（

」
は
重
要
で
あ
っ
て
も
、「
文
化
総
合
」
な
ど
何
ら
リ
ア
リ
テ
ィ
を
感
じ
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。

お
わ
り
に

ト
レ
ル
チ
に
よ
っ
て
覗
か
れ
た
一
九
一
三
年
の
「
万
華
鏡
」
は
、
け
っ
し
て
手
放
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
よ
り
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
仕
方
で
ヴ
ァ

イ
マ
ー
ル
時
代
の
ド
イ
ツ
へ
と
引
き
継
が
れ
て
い
っ
た
。
ト
レ
ル
チ
は
〈
宗
教
〉
と
い
う
言
葉
で
も
っ
て
キ
リ
ス
ト
教
を
、
そ
し
て
当
時
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の
新
し
い
宗
教
性
を
語
り
、〈
歴
史
〉
の
地
平
か
ら
立
ち
去
る
こ
と
な
く
現
在
的
文
化
総
合
と
い
う
課
題
に
取
り
組
ん
だ
。
こ
れ
に
対
し
て

コ
ー
エ
ン
は
〈
歴
史
〉
に
は
冷
淡
で
あ
り
な
が
ら
、
普
遍
的
人
倫
を
代
表
す
る
〈
宗
教
〉
と
し
て
の
ユ
ダ
ヤ
教
を
ど
こ
ま
で
も
保
持
し
な
が

ら
、
理
念
化
さ
れ
た
ユ
ダ
ヤ
性
と
ド
イ
ツ
性
の
総
合
を
求
め
た
。
そ
し
て
、
わ
れ
わ
れ
は
そ
こ
に
容
易
な
一
致
を
み
な
い
両
者
の
対
立
点
が

あ
っ
た
こ
と
も
確
認
し
た
。
最
後
に
ロ
ー
ゼ
ン
ツ
ヴ
ァ
イ
ク
は
ど
う
で
あ
っ
た
か
。
彼
に
と
っ
て
〈
宗
教
〉
と
し
て
の
ユ
ダ
ヤ
教
も
ユ
ダ
ヤ

人
の
〈
歴
史
〉
も
、
そ
し
て
ユ
ダ
ヤ
教
の
「
本
質
」
も
必
要
な
か
っ
た
。
彼
が
求
め
た
の
は
「
ユ
ダ
ヤ
教
全
体
」
で
あ
り
、「
生
」
に
他
な

ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
）
91
（

。

ト
レ
ル
チ
は
彼
の
死
の
前
年
、「
歴
史
主
義
の
危
機
」
と
い
う
論
文
を
書
い
て
い
る
）
92
（

。「
す
べ
て
の
も
の
を
生
成
の
流
れ
の
な
か
に
）
93
（

」
み
る

歴
史
主
義
は
、
彼
に
と
っ
て
近
代
の
避
け
ら
れ
な
い
運
命
で
あ
り
、「
実
践
的
な
生
の
問
題
）
94
（

」
で
あ
っ
た
。
当
時
、
多
く
の
人
々
が
あ
ら
ゆ

る
知
の
「
歴
史
化
」
の
下
に
あ
っ
て
、
そ
こ
か
ら
の
「
出
口
」（A

u
sw

e
g

）
を
探
し
て
い
た
）
95
（

。
カ
ン
ト
や
新
カ
ン
ト
主
義
を
引
き
合
い
に
出

し
な
が
ら
「
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
合
理
主
義
」
へ
と
逃
避
す
る
者
、「
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
学
問
嫌
悪
」
と
「
反
歴
史
主
義
」
の
な
か
に
出
口
を
見
出

す
者
、「
民
族
的
」（vö

lk
isch

）
と
呼
べ
る
よ
う
な
「
ロ
マ
ン
主
義
的
・
ゲ
ル
マ
ン
的
な
歴
史
解
釈
と
そ
の
利
用
」
を
口
に
す
る
者
、
そ
し

て
「
カ
ト
リ
シ
ズ
ム
の
激
し
く
新
た
な
強
化
）
96
（

」
――
ど
れ
も
ト
レ
ル
チ
に
と
っ
て
は
「
出
口
」
に
な
り
え
な
か
っ
た
。〈
歴
史
〉
と
袂
を
分

か
と
う
と
す
る
ユ
ダ
ヤ
人
哲
学
者
コ
ー
エ
ン
と
ロ
ー
ゼ
ン
ツ
ヴ
ァ
イ
ク
と
は
裏
腹
に
、
彼
は
「
歴
史
学
と
哲
学
の
一
つ
の
新
し
い
関
係
）
97
（

」
を

築
こ
う
と
し
た
。「
福
音
の
人
道
的
意
義
を
歴
史
の
広
が
り
か
ら
取
り
出
す
」「
自
由
な
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
）
98
（

」
が
、
当
時
の
現
実
世
界

の
な
か
で
大
き
な
役
割
を
演
じ
る
こ
と
が
難
し
い
こ
と
を
率
直
に
認
め
な
が
ら
も
、
ト
レ
ル
チ
は
そ
こ
に
「
自
由
な
個
人
性
が
歴
史
的
力
と

束
縛
な
く
結
び
つ
き
う
る
安
定
し
た
普
遍
的
関
係
）
99
（

」
を
見
出
し
、〈
宗
教
〉
の
意
義
と
自
立
性
を
論
じ
た
。

た
し
か
に
「
万
華
鏡
」
の
よ
う
に
う
つ
る
社
会
の
な
か
で
、
多
く
の
思
想
家
が
各
々
の
仕
方
で
〈
宗
教
〉
と
〈
歴
史
〉
の
問
題
を
語
っ
た

で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
同
時
に
彼
ら
の
あ
い
だ
に
「
共
有
さ
れ
た
歴
史
」
が
あ
っ
た
こ
と
は
、
さ
ら
に
論
じ
ら
れ
る
べ
き
テ
ー
マ
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。
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ま
た
ト
レ
ル
チ
の
手
紙
に
よ
れ
ば
、
エ
ル
ン
ス
ト
・
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
は
ト
レ
ル
チ
を

コ
ー
エ
ン
に
会
わ
せ
よ
う
と
し
た
。
さ
ら
に
ト
レ
ル
チ
は
リ
ッ
カ
ー
ト
に
対
し
て
、
コ
ー
エ
ン
の
高
弟
で
あ
る
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
は
コ
ー
エ
ン
か

ら
遠
く
離
れ
、「
い
ま
や
数
学
的
合
理
主
義
を
完
全
に
拒
否
し
て
い
る
」
と
記
し
、
彼
に
高
い
評
価
を
与
え
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
一
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で
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ッ
シ
ー
ラ
ー
が
そ
の
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サ
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世
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す
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受
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概
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史
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史
に
よ
っ
て
克
服
す
る
」

と
い
う
ト
レ
ル
チ
の
定
式
を
丁
寧
に
読
み
解
い
て
お
り
、
多
く
の
有
益
な
論
点
を
含
ん
で
い
る
。

（
64
） H

e
rm

an
n

 C
o

h
e

n
, “

In
n

e
re

 B
e

zie
h

u
n

g
e

n
 d

e
r K

an
tisch

e
n

 P
h

ilo
so

p
h

ie
 zu

m
 Ju

d
e

n
tu

m
, ” in

 W
erk

, B
an

d
 1

5
. K

le
in

e
re

 S
ch

rifte
n

 IV
 

1
9
0
7

―1
9
1
2

（H
ild

e
sh

e
im

: G
e
o

rg
 O

lm
s V

e
rlag

, 2
0
0
9

）, 3
4
3
.

（
65
） Ib

id
., 3

4
3

―3
4
4
.

（
66
） Ib

id
., 3

4
4
.

（
67
） A

n
d

re
a P

o
m

a

（tran
slate

d
 b

y
 Jo

h
n

 D
e
n

to
n

）, “H
e
rm

an
n

 C
o

h
e
n

: Ju
d

aism
 an

d
 C

ritical Id
e
alism

, ” in
 T

h
e C

a
m

brid
ge C

om
p
a

n
ion

 to 

M
od

ern
 P

h
ilosop

h
y, e

d
ite

d
 b

y
 M

ich
ae

l L
. M

o
rg

an
 an

d
 P

e
te

r E
li G

o
rd

o
n

（C
am

b
rid

g
e
: C

am
b

rid
g

e
 U

n
ib

e
rsity

 P
re

ss, 2
0
0
7

）, 9
2
.

（
68
） C

o
h

e
n

, “In
n

e
re

 B
e
zie

h
u

n
g

e
n

 d
e
r K

an
tisch

e
n

 P
h

ilo
so

p
h

ie
 zu

m
 Ju

d
e
n

tu
m

, ” 3
4
4
.

（
69
） T

ro
e
ltsch

（R
e
z.

）, “C
o

h
e
n

, G
e
h

. R
e
g

.-R
. P

ro
f. D

r. H
e
rm

.: D
ie

 re
lig

iö
se

n
 B

e
w

e
g

u
n

g
e
n

 d
e
r G

e
g

e
n

w
art, ” 3

8
4
.

（
70
） T

ro
e
ltsch

（R
e
z.

）, “C
o

h
e
n

, H
e
rm

an
n

: D
e
r B

e
g

riff d
e
r R

e
lig

io
n

 im
 S

y
ste

m
 d

e
r P

h
ilo

so
p

h
ie

, ” 5
9
.

（
71
） H

e
rm

an
n

 C
o

h
e
n

, “D
e
u

tsch
tu

m
 u

n
d

 Ju
d

e
n

tu
m

. M
it g

ru
n

d
le

g
e
n

d
e
n

 B
e
trach

tu
n

g
e
n

 ü
b

e
r S

taat u
n

d
 In

te
rn

atio
n

alism
u

s, ” in
 W

erk
, 

B
an

d
 1

6
. K

le
in

e
re

 S
ch

rifte
n

 V
 1

9
1
3

―1
9
1
5

（H
ild

e
sh

e
im

: G
e
o

rg
 O

lm
s V

e
rlag

, 1
9
9
7

）, 4
8
7

―4
9
0
.

（
72
） 「
…
…
ひ
と
り
ド
イ
ツ
哲
学
は
厳
密
な
合
理
主
を
保
持
し
て
い
る
だ
け
で
な
く
、
そ
の
合
理
主
義
を
も
、
と
く
に
か
か
る
完
成
の
な
か
で
の
み
観

念
論
へ
と
仕
上
げ
た
」。H

e
rm

an
n

 C
o

h
e
n

, “Ü
b

e
r d

as E
ig

e
n

tü
m

lich
e
 d

e
s d

e
u

tsch
e
n

 G
e
iste

s, ” in
 W

erk
, B

an
d

 1
6
, 2

6
3
.

（
73
） C

o
h

e
n

, “In
n

e
re

 B
e
zie

h
u

n
g

e
n

 d
e
r K

an
tisch

e
n

 P
h

ilo
so

p
h

ie
 zu

m
 Ju

d
e
n

tu
m

, ” 3
2
1
.

（
74
） Ib

id
., 3

2
1
, 3

2
7
.

（
75
） T
ro

e
ltsch

, D
er H

istorism
u

s u
n

d
 sein

e P
roblem

e, in
 K

G
A

1
6

 (2
), 8

2
4
.

（
76
） E

rn
st T

ro
e

ltsc
h

, D
er H

isto
rism

u
s u

n
d
 sein

e P
ro

blem
e. E

rstes B
u

ch
: d

a
s lo

gisch
e P

ro
blem

 d
er G

esch
ich

tsp
h
ilo

so
p
h
ie (1

9
2

2
)

, 

K
ritisch

e
 G

e
sam

tau
sg

ab
e
, B

an
d

 1
6
, T

e
ilb

an
d

 1
, h

e
rau

sg
e
g

e
b

e
n

 vo
n

 F
rie

d
rich

 W
ilh

e
lm

 G
raf in

 Z
u

sam
m

e
n

arb
e
it m

it M
atth

ias 



435 神学者トレルチと哲学者コーエンの論争

S
ch

lo
ß

b
e
rg

e
r

（B
e
rlin

: W
alte

r d
e
 G

ru
y
te

r, 2
0
0
8

）, 3
4
7
.

（
77
） F

rie
d

ric
h

 W
ilh

e
lm

 G
ra

f, “A
n

n
ih

ila
tio

 h
isto

ria
e

? T
h

e
o

lo
g

isc
h

e
 G

e
sc

h
ic

h
tsd

isk
u

rse
 in

 d
e

r W
e

im
a
re

r R
e

p
u

b
lik

, ” Ja
h
rbu

ch
 d

es 

H
istorisch

en
 K

ollegs

（2
0
0
4

）: 5
4
.

（
78
） F

ra
n

z R
o

se
n

zw
e

ig
, D

er M
en

sch
 u

n
d
 sein

 W
erk

: G
esa

m
m

elte S
ch

riften
 I: B

riefe u
n

d
 T

a
gebü

ch
er. 1

B
a

n
d
. 1

9
0

0

―1
9

1
8

, h
e

ra
u

s-

g
e
g

e
b

e
n

 vo
n

 R
ach

e
l R

o
se

n
zw

e
ig

 u
n

d
 E

d
ith

 R
o

se
n

zw
e
ig

- S
ch

e
im

an
n

 u
n

te
r M

itw
irk

u
n

g
 vo

n
 B

e
rn

h
ard

 C
asp

e
r.

（H
ag

u
e
: M

artin
u

s 

N
ijh

o
ff, 1

9
7
9

）, 3
0
6
.

（
一
九
一
六
年
一
一
月
三
〇
日
）

（
79
） 

グ
ラ
ー
フ
に
よ
れ
ば
、
ト
レ
ル
チ
は
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
時
代
か
ら
ロ
ー
ゼ
ン
ツ
ヴ
ァ
イ
ク
の
こ
と
知
っ
て
お
り
、「
ロ
ー
ゼ
ン
ツ
ヴ
ァ
イ
ク
は
ト

レ
ル
チ
に
彼
の
博
士
論
文
『
ヘ
ー
ゲ
ル
と
国
家
』
を
届
け
た
」
と
い
う
。F

rie
d

rich
 W

ilh
e
lm

 G
raf, “E

in
le

itu
n

g
, ” in

 K
G

A
1

6
 (2

), 4
8
.

（
80
） R

o
se

n
zw

e
ig

, D
er M

en
sch

 u
n

d
 sein

 W
erk

: G
esa

m
m

elte S
ch

riften
 I: B

riefe u
n

d
 T

a
gebü

ch
er. 1

B
a

n
d
. 1

9
0

0

―1
9

1
8

, 3
0
6
.

（
81
） 

ハ
ル
ナ
ッ
ク
と
レ
オ
・
ベ
ッ
ク
を
め
ぐ
る
論
争
に
つ
い
て
は
以
下
の
論
文
を
参
照
さ
れ
た
い
。U

rie
l T

al, “
T

h
e
o

lo
g

isch
e
 D

e
b

atte
 u

m
 W

e
se

n
 

d
e
s Ju

d
e
n

tu
m

s, ” in
 Ju

d
en

 im
 W

ilh
elm

in
isch

en
 D

eu
tsch

la
n

d
 1

8
9

0

―1
9

1
4

, h
e
rau

sg
e
g

e
b

e
n

 vo
n

 W
e
rn

e
r E

. M
o

sse
 u

n
te

r M
itw

irk
u

n
g

 

vo
n

 A
rn

o
ld

 P
au

ck
e
r

（T
ü

b
in

g
e
n

: J. C
. B

. M
o

h
, 1

9
7
6

）.

（
82
） F

ra
n

z R
o

se
n

zw
e

ig
, “D

a
s W

e
se

n
 d

e
s Ju

d
e

n
tu

m
s, ” in

 D
er M

en
sch

 u
n

d
 sein

 W
erk

: G
esa

m
m

elte S
ch

riften
 III: Z

w
eistro

m
la

n
d
: 

K
lein

ere S
ch

riften
 zu

 G
la

u
ben

 u
n

d
 D

en
k
en

, h
e

rau
sg

e
g

b
e

n
 vo

n
 R

e
in

h
o

ld
 u

n
d

 A
n

n
e

m
arie

 M
ay

e
r

（D
o

rd
re

ch
t: M

artin
u

s N
ijh

o
ff, 

1
9
8
4

）, 5
2
6
.

（
83
） R

o
se

n
zw

e
ig

, “G
e
ist u

n
d

 E
p

o
ch

e
n

 d
e
r Jü

d
isch

e
n

 G
e
sch

ich
te

, ” in
 D

er M
en

sch
 u

n
d
 sein

 W
erk

: G
esa

m
m

elte S
ch

riften
 III, 5

3
7
.

（
84
） Ib

id
., 5

3
8
.

（
85
） R

o
se

n
zw

e
ig

, “D
as n

e
u

e
 D

e
n

k
e
n

. E
in

ig
e
 n

ach
träg

lich
e
 B

e
m

e
rk

u
n

g
e
n

 zu
m

 “S
te

rn
 d

e
r E

rlö
su

n
g

”, ” in
 D

er M
en

sch
 u

n
d
 sein

 W
erk

:

G
esa

m
m

elte S
ch

riften
 III, 1

5
3
.

「
新
し
い
思
考
――
『
救
済
の
星
』
に
対
す
る
い
く
つ
か
の
補
足
的
覚
書
――
」（
合
田
正
人
・
佐
藤
貴
史
訳
、

『
思
想
』、
一
〇
一
四
号
、
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
八
年
一
〇
月
）、
一
九
四
頁
。

（
86
） Ib

id
., 1

5
4
.  

同
上
訳
、
一
九
五
頁
。

（
87
） Ib

id
.  

同
上
訳
。

（
88
） F

ra
n

z R
o

se
n

zw
e

ig
, D

er M
en

sch
 u

n
d
 S

ein
 W

erk
: G

esa
m

m
elte S

ch
riften

 II: D
er S

tern
 d

er E
rlö

su
n

g, m
it e

in
e

r E
in

fü
h

ru
n

g
 v

o
n
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R
e
in

h
o

ld
 M

ay
e
r

（H
ag

u
e
: M

artin
u

s N
ijh

o
ff, 1

9
7
6

）, 3
3
2
.

（
89
） P

e
te

r E
li G

o
rd

o
n

, R
o
sen

zw
eig a

n
d
 H

eid
egger: B

etw
een

 Ju
d
a

ism
 a

n
d
 G

erm
a

n
 P

h
ilo

so
p
h

y

（B
e

rk
e

le
y

/
L

o
s A

n
g

e
le

s/
L

o
n

d
o

n
: 

U
n

ive
rsity

 o
f C

alifo
rn

ia P
re

ss, 2
0
0
3

）, 2
0
9
.

（
90
） R

o
se

n
zw

e
ig

, “D
as n

e
u

e
 D

e
n

k
e
n

, ” 1
4
0
.

「
新
し
い
思
考
」、
一
七
九
頁
。

（
91
） 

も
ち
ろ
ん
、
こ
こ
で
描
か
れ
た
三
者
の
論
争
は
「
共
有
さ
れ
た
歴
史
」
に
お
け
る
一
つ
の
可
能
性
で
あ
る
。
例
え
ば
ロ
ー
ゼ
ン
ツ
ヴ
ァ
イ
ク
で

は
な
く
、
ユ
ダ
ヤ
神
秘
主
義
研
究
の
泰
斗
ゲ
ル
シ
ョ
ム
・
シ
ョ
ー
レ
ム
は
い
か
な
る
「
共
有
さ
れ
た
歴
史
」
を
も
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

「
宗
教
史
学
派
の
子
ど
も
」（E

lisab
e
th

 H
am

ach
e
r

）
と
し
て
の
シ
ョ
ー
レ
ム
と
ハ
ル
ナ
ッ
ク
、
ト
レ
ル
チ
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
以
下
の
研

究
を
参
照
さ
れ
た
い
。R

. J. Z
w

i W
e
rb

lo
w

sk
y, “G

e
d

e
n

k
re

d
e
 au

f G
e
rsh

o
m

 S
ch

o
le

m

（1
8
9
7

―1
9
8
2

）, ” B
elrin

er T
h
eologisch

e Z
eitsch

rift, 

H
e
ft 1

, 1
9
8
4

; E
lisab

e
th

 H
am

ach
e
r, G

ersh
om

 S
ch

olem
 u

n
d
 d

ie a
llgem

ein
e R

eligion
sgesch

ich
te

（B
e
rlin

: W
alte

r. d
e
 G

ru
y
te

r, 1
9
9
9

）.

（
92
） E

rn
st T

ro
e
ltsch

, “D
ie

 K
risis d

e
s H

isto
rism

u
s, ” in

 K
ritisch

e G
esa

m
ta

u
sga

be. S
ch

riften
 zu

r P
olitik

 u
n

d
 K

u
ltu

rp
h
ilosop

h
ie (1

9
1

8

―

1
9

2
3

), B
an

d
. 1

5
, h

e
rau

sg
e
g

e
b

e
n

 vo
n

 G
an

g
o

lf H
ü

b
in

g
e
r in

 Z
u

sam
m

e
n

arb
e
it m

it Jo
h

an
n

e
s M

ik
u

te
it

（B
e
rlin

: W
alte

r d
e
 G

ru
y
te

r, 

2
0
0
2

）.

（
93
） Ib

id
., 4

3
7
.

（
94
） Ib

id
., 4

5
1
.

（
95
） Ib

id
., 4

3
7
, 4

5
1
.

（
96
） Ib

id
., 4

5
1

―4
5
3
.

（
97
） Ib

id
., 4

5
4
.  

さ
ら
に
ト
レ
ル
チ
は
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。「
歴
史
主
義
は
理
念
を
、
哲
学
は
生
を
求
め
て
い
る
」。

（
98
） Ib

id
., 4

5
3
.

（9
9

） Ib
id

.

付
記
一 

本
稿
は
日
本
基
督
教
学
会
第
五
七
回
学
術
大
会
（
二
〇
〇
九
年
八
月
二
九
日
、
於
北
海
学
園
大
学
）
で
発
表
し
た
原
稿
に
大
幅
な
加

筆
・
修
正
を
施
し
た
も
の
で
あ
る
。
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付
記
二 

本
稿
は
科
学
研
究
費
補
助
金　

若
手
研
究（
B
）「
近
代
ユ
ダ
ヤ
思
想
史
と
歴
史
主
義
の
問
題
―
ロ
ー
ゼ
ン
ツ
ヴ
ァ
イ
ク
と
シ
ュ
ト
ラ

ウ
ス
の
比
較
研
究
―
」（
課
題
番
号　

二
〇
七
二
〇
〇
一
九
）
の
成
果
の
一
部
で
あ
る
。
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