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13 哲学と神学

哲
学
と
神
学――

ハ
イ
デ
ガ
ー
の
「
現
象
学
と
神
学
」
を
手
掛
か
り
に
し
て

片　

柳　

榮　

一

二
十
世
紀
の
最
大
の
哲
学
者
の
一
人
で
あ
る
ハ
イ
デ
ガ
ー
（
ベ
ル
グ
ソ
ン
と
フ
ッ
サ
ー
ル
が
な
お
挙
げ
ら
れ
よ
う
）
は
、
二
十
一
世
紀
を

す
で
に
十
五
年
経
過
し
た
今
日
な
お
、
ま
す
ま
す
そ
の
謎
め
い
た
相
貌
を
深
く
顕
し
て
き
て
い
る
）
1
（

。
そ
の
議
論
の
中
心
に
あ
る
問
題
の
一
つ

は
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
お
け
る
哲
学
と
宗
教
の
関
係
の
問
題
で
あ
り
、
そ
の
奥
行
き
の
深
さ
を
な
お
我
々
は
測
り
切
れ
て
い
な
い
（
そ
し
て
こ

の
哲
学
と
宗
教
の
問
題
は
結
局
人
間
が
、
人
間
と
し
て
存
在
し
は
じ
め
て
以
来
、
宗
教
を
持
た
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
理
由
と
関
係
す
る
の
で

あ
ろ
う
）。
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
お
け
る
こ
の
関
係
の
重
層
的
な
複
雑
さ
を
端
的
に
示
し
て
い
る
の
が
、
一
九
二
七
年
に
な
さ
れ
た
講
演
「
現
象
学

と
神
学
）
2
（

」で
あ
る
。
濃
密
に
内
容
を
凝
集
し
た
こ
の
講
演
を
通
し
て
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
根
本
問
題
の
核
心
に
あ
る
も
の
を
瞥
見
し
た
い
と
思
う
。

Ｉ　

神
学
の
対
象

H
・
メ
ル
ヒ
ェ
ン
の
報
告
に
よ
れ
ば
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
と
っ
て
、
そ
の
マ
ー
ル
ブ
ル
ク
時
代
（
一
九
二
三
―
一
九
二
八
）
は
最
も
幸
福
な
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14

時
で
あ
っ
た
と
い
う
）
3
（

。
し
か
し
フ
ー
ゴ
・
オ
ッ
ト
に
よ
る
と
、
ヤ
ス
パ
ー
ス
に
宛
て
た
書
簡
で
、
マ
ー
ル
ブ
ル
ク
に
つ
い
て
「
外
の
世
界
は

み
ご
と
で
す
が
、
大
学
で
は
何
も
起
こ
ら
ず
、
こ
こ
は
い
か
な
る
刺
激
も
あ
り
ま
せ
ん
。
唯
一
の
人
物
と
言
え
る
の
は
神
学
者
の
ブ
ル
ト
マ

ン
で
、
小
生
は
彼
と
毎
週
顔
を
合
わ
せ
て
い
ま
す
」
と
述
べ
て
い
る
と
い
う
）
4
（

。
し
か
し
少
な
く
と
も
こ
の
書
簡
か
ら
も
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
が

マ
ー
ル
ブ
ル
ク
で
ブ
ル
ト
マ
ン
（
お
よ
び
そ
の
サ
ー
ク
ル
）
と
親
し
い
交
流
、
対
話
の
時
を
も
っ
て
い
た
こ
と
は
確
証
さ
れ
よ
う
。
そ
う
し

た
対
話
か
ら
生
ま
れ
た
学
問
的
実
り
が
こ
の
「
現
象
学
と
神
学
」
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。

ハ
イ
デ
ガ
ー
は
こ
の
講
演
を
、
こ
の
二
つ
の
学
問
の
相
違
、
区
別
か
ら
始
め
る
。
こ
の
両
者
の
相
違
は
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
よ
れ
ば
、
こ
れ

ま
で
様
々
に
取
り
扱
わ
れ
て
き
た
ご
と
く
、
異
な
っ
た
把
握
方
法
で
、
同
一
の
領
域
、
例
え
ば
人
間
的
生
を
扱
う
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
と

い
う
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
き
っ
ぱ
り
と
、
そ
の
相
違
は
、
神
学
が
、「
存
在
す
る
も
の Seiendes

」
に
関
わ
る
一
つ
の
実
定
的
学
問 positive 

W
issenschaft 

で
あ
る
の
に
対
し
て
、
哲
学
は
、「
存
在 Sein

」
に
関
わ
る
存
在
論
的
な
学
問
で
あ
る
こ
と
に
あ
る
と
い
う
。
だ
か
ら
あ
る

意
味
で
、
神
学
は
同
じ
実
定
的
学
問
で
あ
る
と
い
う
点
で
は
、
哲
学
に
よ
り
も
、
化
学
に
よ
り
近
い
と
言
え
、
そ
の
意
味
で
神
学
と
哲
学
の

相
違
は
相
対
的
な
も
の
で
は
な
く
、
絶
対
的
な
も
の
で
あ
る
と
い
う
。
す
る
と
神
学
が
そ
の
対
象
と
し
て
関
わ
る
「
存
在
す
る
も
の
」
が
何

で
あ
る
か
が
問
わ
れ
る
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、
神
学
が
神
を
対
象
と
す
る
学
問
と
は
考
え
な
い
。
ま
た
歴
史
的
現
象
と
し
て
の
キ
リ
ス
ト
教 

das C
hristentum

 

で
あ
る
と
い
う
の
も
必
ず
し
も
正
し
く
な
い
と
い
う
。
と
い
う
の
も
神
学
自
身
、
歴
史
現
象
と
し
て
の
キ
リ
ス
ト
教
に

属
す
る
と
言
え
る
か
ら
で
あ
る
。
他
の
学
問
と
同
じ
く
、
歴
史
の
変
遷
の
中
で
、
形
姿
を
変
え
て
行
く
も
の
で
あ
り
、
神
学
は
、
歴
史
の
う

ち
に
現
れ
た
キ
リ
ス
ト
教
の
自
己
意
識
と
言
え
る
が
、「
そ
れ
だ
け
で
な
く
神
学
は
、
世
界
史
的
な
出
来
事
と
し
て
の
キ
リ
ス
ト
教
の
如
き

も
の
が
存
在
す
る
こ
と
そ
の
こ
と
を
、
可
能
に
す
る
も
の
に
つ
い
て
の
認
識
で
あ
る
」（S.52

）
と
い
う
。
こ
の
歴
史
的
現
象
を
可
能
に
す

る
も
の
を
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、
キ
リ
ス
ト
者
性 die C

hristlichkeit 

と
名
づ
け
、
歴
史
的
現
象
と
し
て
の
キ
リ
ス
ト
教
と
は
区
別
す
る
。
す

る
と
こ
の
キ
リ
ス
ト
者
性
と
は
何
か
が
問
わ
れ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
述
べ
て
い
る
こ
と
は
、
こ
の
講
演
の
一
つ
の
核
を
な
す

重
要
な
部
分
で
あ
る
の
で
、
幾
つ
か
の
段
落
に
分
け
て
見
て
お
こ
う
。
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15 哲学と神学

キ
リ
ス
ト
者
的
で
あ
る
と
い
う
の
は
信
仰
で
あ
る
と
言
お
う
。
信
仰
の
本
性
は
形
式
的
に
次
の
よ
う
に
定
義
さ
れ
よ
う
：

信
仰
と
は
人
間
的
現
存
在
の
一
つ
の
実
存
様
式
で
あ
る
。
そ
れ
は
自
ら
自
身
の
証
言
――
こ
の
実
存
様
式
に
本
質
的
に
属
す
る

――
に
従
え
ば
、
現
存
在
か
ら
発
し
、
こ
れ
を
通
し
て
自
発
的
に
熟
す
と
い
う
の
で
は
な
く
、
こ
の
実
存
様
式
の
内
で
、
こ
れ

と
共
に
明
ら
か
に
さ
れ
る
も
の
か
ら
、
つ
ま
り
信
じ
ら
れ
た
者
か
ら
発
し
て
熟
す
の
で
あ
る
。（S.52

）

こ
こ
で
は
信
仰
が
な
に
よ
り
も
ま
ず
、「
人
間
的
現
存
在
の
実
存
様
式
」
の
一
つ
で
あ
り
、
信
仰
箇
条
と
し
て
命
題
化
さ
れ
た
「
信
じ
ら

れ
る
信
仰
」fides quae creditur 
か
ら
は
区
別
さ
れ
て
、
人
間
の
最
内
奥
で
な
さ
れ
る
実
存
遂
行
で
あ
る
こ
と
が
ま
ず
明
言
さ
れ
る
。
し

か
し
そ
の
よ
う
な
最
も
内
的
な
自
発
的
行
為
で
あ
り
な
が
ら
、
信
仰
は
、
自
ら
に
発
す
る
自
由
な
行
為
と
い
う
の
で
は
な
く
、
信
じ
ら
れ
た

対
象
に
根
源
を
も
つ
と
い
う
超
越
性
を
も
っ
て
い
る
と
い
う
。
し
か
も
こ
の
こ
と
が
こ
の
実
存
様
式
の
内
で
明
ら
か
に
さ
れ
、
自
己
自
身
も

そ
の
よ
う
に
証
言
し
、
納
得
し
て
い
る
の
で
あ
る
と
い
う
。
続
い
て
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
言
う
。

第
一
義
的
に
は
信
仰
に
対
し
て
、
そ
し
て
た
だ
信
仰
に
対
し
て
だ
け
啓
き
示
さ
れ
、
啓
示
と
し
て
信
仰
を
始
め
て
熟
さ
し
め

る
存
在
者
、
そ
れ
は
「
キ
リ
ス
ト
者
的
な
」
信
仰
に
と
っ
て
キ
リ
ス
ト
で
あ
り
、
十
字
架
に
つ
け
ら
れ
た
神
で
あ
る
）
5
（

。
こ
の
よ

う
に
キ
リ
ス
ト
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
た
、
十
字
架
へ
の
信
仰
の
関
わ
り
が
、
キ
リ
ス
ト
者
的
な
の
で
あ
る
。
し
か
し
十
字
架
と

そ
れ
に
属
す
る
す
べ
て
は
、
歴
史
的
出
来
事
で
あ
る
、
し
か
も
こ
の
出
来
事
そ
の
も
の
は
そ
の
特
殊
な
歴
史
性
に
お
い
て
た

だ
信
仰
に
対
し
て
、
聖
書
に
お
い
て
証
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
事
実
に
関
し
て
は
、
た
だ
信
仰
に
お
い
て

0

0

0

0

0

0

だ
け
「
知
ら
れ 

gew
usst

」
う
る
。
こ
の
よ
う
な
形
で
啓
き
示
さ
れ
る
も
の
は
、
そ
の
特
殊
な
「
犠
牲
」
と
い
う
性
格
に
従
っ
て
、
同
時
代
的

で
あ
れ
、
非
同
時
代
的
で
あ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
事
実
的
歴
史
的
に
実
存
す
る
単
独
者
と
し
て
の
人
間
、
な
い
し
は
信
仰
共
同
体
と
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し
て
の
単
独
者
の
集
ま
り
に
向
け
ら
れ
た
伝
達
の
方
向
性
を
も
っ
て
い
る
。（S.52  

強
調
は
原
著
）

ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、
最
も
自
発
的
に
従
属
を
決
意
す
る
こ
の
信
仰
の
対
象
は
、
キ
リ
ス
ト
で
あ
り
、
そ
れ
は
「
史
的
イ
エ
ス
」
と
い
う
客

観
的
歴
史
学
の
対
象
と
な
る
も
の
で
は
な
く
、
十
字
架
に
架
け
ら
れ
た
神
で
あ
る
と
い
う
。
そ
し
て
自
発
的
で
従
属
的
な
信
仰
が
、
十
字

架
と
い
う
神
の
ケ
ノ
ー
シ
ス
（
自
己
無
化
）
の
否
定
の
逆
説
に
関
わ
る
時
、「
キ
リ
ス
ト
者
的
」
で
あ
る
と
言
え
る
と
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
考
え

る
。
し
か
も
十
字
架
と
は
歴
史
的
出
来
事
で
あ
り
、
歴
史
を
越
え
た
「
無
」
の
真
理
で
は
な
い
。
し
か
も
誰
で
も
批
判
的
に
観
察
し
、
認

識
し
う
る
と
い
う
意
味
の
歴
史
的
出
来
事
で
は
な
く
、
信
仰
に
対
し
て
の
み
開
か
れ
た
「
歴
史
的
出
来
事
」
で
あ
る
と
い
う
。
そ
し
て
ハ
イ

デ
ガ
ー
に
よ
れ
ば
、
こ
の
出
来
事
が
伝
達
さ
れ
る
方
向
は
、
事
実
的
歴
史
的
に
生
き
る
単
独
者
、
な
い
し
単
独
者
の
共
同
体
で
あ
る
と
い

う
。
こ
の
考
え
は
明
ら
か
に
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
が
『
哲
学
的
断
片
』
や
そ
の
『
後
書
』
ま
た
『
キ
リ
ス
ト
教
の
修
練
』
に
お
い
て
展
開
し
た
思

想
に
基
づ
く
と
言
え
よ
う
。「
同
時
代
者
で
あ
れ
、
非
同
時
代
者
で
あ
れ
」
と
い
う
表
現
は
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
「
キ
リ
ス
ト
と
の
同
時
代
性 

Sam
tidigheden m

ed C
hristus

」
と
い
う
考
え
、
つ
ま
り
、
単
独
者
が
信
仰
に
お
い
て
時
間
の
う
ち
で
神
人
と
同
時
代
を
生
き
る
と
い
う

キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
中
心
的
な
思
想
を
連
想
さ
せ
る
）
6
（

。

こ
の
啓
示
は
伝
達
と
し
て
、
決
し
て
単
な
る
現
実
の
、
或
い
は
過
去
の
、
あ
る
い
は
ま
さ
に
実
現
し
つ
つ
あ
る
出
来
事
に
つ

い
て
の
知
識
の
報
知
で
は
な
く
、
こ
の
伝
達
が
出
来
事
へ
の
「
参
与
者
﹇
著
者
注
、
部
分
を
分
け
持
つ
者 Teil-nehm

er

﹈」
と

す
る
の
で
あ
り
、
こ
の
出
来
事
は
啓
示
で
あ
り
、
そ
れ
は
、
そ
の
う
ち
で
啓
示
さ
れ
た
も
の
そ
の
も
の
に
等
し
い
の
で
あ
る
。

こ
の
、
実
存
す
る
こ
と
の
う
ち
で
だ
け
遂
行
さ
れ
た
参
与

0

0

は
し
か
し
、
そ
れ
自
身
い
つ
も
た
だ
信
仰
と
し
て
信
仰
に
よ
っ
て
与

え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
十
字
架
の
出
来
事
へ
の
「
参
与
」
に
お
い
て
、「
部
分
を
分
け
持
つ
」
こ
と
に
お
い
て
、
現
存
在

全
体
が
キ
リ
ス
ト
者
的
な
も
の
と
し
て
、
つ
ま
り
十
字
架
に
関
わ
る
も
の
と
し
て
神
の
前
に
立
て
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
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17 哲学と神学

こ
の
啓
示
に
邂
逅
し
た
実
存
は
、
そ
の
神
忘
却
に
あ
る
自
分
を
啓
き
示
さ
れ
る
。（S.52

―53  

強
調
は
原
著
）

ハ
イ
デ
ガ
ー
に
と
っ
て
信
仰
は
、
客
観
的
事
実
に
関
す
る
精
度
の
低
い
認
識
で
は
な
い
。
こ
の
信
仰
に
お
い
て
十
字
架
の
出
来
事
へ
の
参

与
を
遂
行
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
り
、
そ
の
遂
行
自
身
が
信
仰
と
し
て
、
信
仰
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
る
と
い
う
意
味
で
、
自
己
超
越

的
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
遂
行
に
お
い
て
の
み
、
神
の
前
に
立
た
さ
れ
る
の
で
あ
る
と
い
う
。
し
か
も
そ
こ
で
は
、
自
ら
が
神
を
忘
却

し
て
い
た
も
の
と
し
て
明
ら
か
に
さ
れ
る
と
い
う
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
少
し
後
の
と
こ
ろ
で
言
う
。

信
仰
者
は
決
し
て
、
内
的
経
験
の
理
論
的
確
証
を
い
わ
ば
根
拠
と
し
て
、
自
ら
の
特
別
の
実
存
を
知
る
の
で
は
な
い
。
彼
は

む
し
ろ
こ
の
実
存
の
可
能
性
を
、
そ
れ
に
邂
逅
し
た
現
存
在
が
自
分
か
ら
は
支
配
で
き
な
い
可
能
性
と
し
て
「
信
じ
る
」
の
で

あ
り
、
こ
の
可
能
性
の
う
ち
で
現
存
在
は
僕
と
な
り
、
神
の
前
に
も
た
ら
さ
れ
、
新
た

0

0

に0

―
生
ま
れ
る
の
で
あ
る
。
信
仰
の
本

来
的
な
実
存
的
意
味
と
は
、
信
仰
＝
新
生

0

0

0

0

0

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。（S.53  

強
調
は
原
著
）

こ
こ
で
最
も
自
立
的
自
発
的
な
信
仰
と
い
う
自
己
遂
行
は
、
自
己
が
よ
っ
て
立
つ
自
己
と
い
う
根
底
を
打
ち
破
ら
れ
る
。
信
仰
に
お
い

て
、
自
己
の
明
け
渡
し
が
為
さ
れ
て
い
る
と
い
う
。
そ
の
よ
う
な
意
味
で
、
信
仰
は
根
源
的
な
自
己
変
換
（U

m
gestelltw

erden

）
で
あ

り
、
新
た
に
生
ま
れ
る
こ
と
で
あ
る
と
い
う
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
「
新
生
」
と
い
う
敬
虔
主
義
的
と
も
い
え
る
言
葉
を
、
根
源
的
な
自
己
変
換

の
事
柄
を
言
い
表
す
も
の
と
し
て
用
い
る
の
で
あ
る
。

し
か
も
新
生
と
は
何
ら
か
の
特
質
を
一
時
的
に
装
備
す
る
こ
と
で
は
な
く
、
啓
示
の
出
来
事
と
共
に
始
ま
る
歴
史
の
中
で
、

信
仰
的
現
存
在
が
歴
史
的
に
実
存
す
る
在
り
方
と
し
て
の
新
生
で
あ
る
。
歴
史
の
中
で
と
言
わ
れ
る
こ
の
歴
史
に
対
し
て
は
、
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啓
示
の
意
味
に
従
っ
て
或
る
特
定
の
究
極
の
終
わ
り
が
設
定
さ
れ
て
い
る
。
信
仰
に
明
か
さ
れ
、
信
仰
の
誠
実
さ
そ
の
も
の
に

お
い
て
生
じ
る
啓
示
の
出
来
事
は
、
た
だ
信
仰
に
だ
け
覆
い
が
取
り
の
け
ら
れ
る
。
ル
タ
ー
は
言
っ
て
い
る
。「
信
仰
と
は
、

我
々
が
見
な
い
事
柄
へ
自
ら
を
拘
束
さ
れ
た
ま
ま
に
す
る
こ
と
で
あ
る
（E

rl.A
usg.W

W
.46,287

）」。（S.53

）

ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、
自
己
の
限
界
を
見
定
め
、
自
己
の
終
り
に
お
い
て
開
か
れ
る
信
仰
と
い
う
独
特
の
自
己
遂
行
を
見
据
え
る
。
そ
れ
は
し

か
も
自
ら
の
歴
史
的
実
存
に
お
い
て
な
さ
れ
る
独
特
の
自
己
超
越
の
出
来
事
で
あ
る
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
こ
れ
こ
そ
、
神
学
が
対
象
と
す
る

「
存
在
す
る
も
の
」
で
あ
る
と
い
う
。
こ
の
他
に
例
を
み
な
い
独
特
に
「
存
在
す
る
も
の
」
を
見
据
え
る
こ
と
な
し
に
は
神
学
と
哲
学
の
関

係
を
問
題
に
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
考
え
る
の
で
あ
る
。

Ⅱ　

神
学
の
学
問
性

ハ
イ
デ
ガ
ー
は
学
問
を
暫
定
的
に
次
の
よ
う
に
定
義
す
る
。「
学
問
と
は
、
存
在
す
る
も
の
の
、
あ
る
い
は
存
在
の
、
そ
れ
ぞ
れ
そ
れ
自

身
の
う
ち
で
完
結
し
た
領
域
を
、
根
拠
づ
け
つ
つ
開
示
す
る
こ
と
で
あ
る
」（S.48

）。
問
題
は
神
学
で
あ
る
が
、「
存
在
す
る
も
の
」
を
対

象
と
す
る
実
定
的
学
問
と
し
て
の
神
学
が
対
象
と
す
る
も
の
は
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
よ
れ
ば
「
信
仰
」
で
あ
る
。
最
も
自
発
的
自
立
的
で
あ
り

な
が
ら
、
自
己
を
越
え
て
歴
史
の
中
で
遂
行
さ
れ
る
出
来
事
と
い
う
信
仰
の
「
存
在
す
る
も
の
」
と
し
て
の
独
自
性
か
ら
、
神
学
の
実
定
的

学
問
と
し
て
の
独
自
性
も
出
て
く
る
。

神
学
が
信
仰
的
実
存
の
概
念
的
な
自
己
解
釈
と
し
て
、
つ
ま
り
歴
史
的
な
認
識
と
し
て
唯
一
目
指
す
の
は
、
キ
リ
ス
ト
者
的
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な
出
来
事
を
、
信
仰
に
お
い
て
啓
き
示
さ
れ
た
ま
ま
に
、
ま
た
信
仰
そ
の
も
の
を
通
し
て
境
界
づ
け
ら
れ
て
輪
郭
を
現
し
た
ま

ま
に
、
透
明
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。（S.56

）

信
仰
と
い
う
稀
有
な
歴
史
的
出
来
事
を
そ
の
対
象
に
ふ
さ
わ
し
い
仕
方
で
把
握
す
る
こ
と
は
簡
単
な
こ
と
で
は
な
い
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
神

学
が
求
め
る
知
の
透
明
さ
が
如
何
に
困
難
で
あ
る
か
を
知
っ
て
い
る
。「
神
学
的
透
明
さ
と
信
仰
の
概
念
的
解
釈
は
、
信
仰
を
そ
の
適
正
さ

に
お
い
て
根
拠
づ
け
た
り
確
証
し
た
り
は
せ
ず
、
ま
た
信
仰
の
う
ち
に
あ
る
想
定
や
自
己
保
持
を
何
等
か
の
仕
方
で
容
易
に
し
は
し
な
い
。

神
学
は
信
仰
を
た
だ
困
難
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
け
で
あ
る
」（S.56

）。
神
学
は
、
信
仰
と
い
う
も
の
が
、
歴
史
の
う
ち
で
遂
行
さ
れ
る

自
己
超
越
的
実
存
の
稀
有
な
在
り
方
で
あ
る
こ
と
を
厳
密
に
示
さ
ね
ば
な
ら
な
い
ゆ
え
に
、
神
学
は
信
仰
の
困
難
を
明
ら
か
に
す
る
と
い
う

の
で
あ
る
。

神
学
が
ま
さ
に
「
信
仰
」
と
い
う
特
異
で
稀
有
な
実
存
様
式
を
、
厳
密
に
見
定
め
、
表
現
す
る
た
め
に
、
組
織
神
学
を
必
要
と
し
、
ま
た

神
学
が
、
そ
の
キ
リ
ス
ト
者
性
と
歴
史
性
に
お
け
る
ま
さ
し
く
歴
史
的
出
来
事
を
そ
の
考
察
の
対
象
と
す
る
ゆ
え
、
神
学
は
本
質
的
に
実
践

的
学
問
と
い
う
性
格
を
も
つ
こ
と
を
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
認
め
る
。
し
か
し
だ
か
ら
こ
そ
神
学
は
他
の
学
問
と
共
通
の
尺
度
の
下
に
立
つ
と
い
う

こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
を
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
注
意
す
る
。「
我
々
は
神
学
の
学
問
性
を
次
の
よ
う
な
道
に
於
い
て
規
定
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な

い
、
つ
ま
り
そ
こ
で
は
或
る
他
の

0

0

学
問
が
証
明
法
の
明
証
性
と
概
念
の
厳
密
さ
の
ゆ
え
に
導
き
の
尺
度
と
し
て
前
提
さ
れ
る
よ
う
な
道
で
あ

る
。
本
質
的
に
た
だ
信
仰
に
お
い
て
開
示
さ
れ
た
神
学
の
実
定
性
に
従
っ
て
神
学
が
そ
の
対
象
に
向
か
う
通
路
が
、
神
学
固
有
で
あ
る
と
い

う
だ
け
で
な
く
、
そ
の
諸
命
題
を
証
明
す
る
明
証
性
も
独
自
な
も
の
で
あ
る
。
神
学
の
独
特
の
概
念
性
も
神
学
そ
の
も
の
か
ら
生
い
育
っ
た

も
の
な
の
で
あ
る
」（S.60  

強
調
は
原
著
）。
神
学
の
固
有
性
は
決
し
て
他
の
学
問
を
寄
せ
付
け
な
い
独
善
的
な
も
の
で
な
く
、
そ
の
歴
史

的
実
存
の
他
に
例
を
み
な
い
、
い
わ
ば
孤
独
な
稀
有
性
に
あ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
稀
有
性
を
詳
ら
か
に
明
ら
か
に
す
る
こ
と
の
う
ち
に
神
学

の
厳
密
な
学
問
性
が
あ
る
と
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
考
え
る
。
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ハ
イ
デ
ガ
ー
は
神
学
が
抱
え
る
固
有
の
困
難
さ
を
明
瞭
に
察
知
し
て
い
る
。
そ
し
て
次
の
よ
う
に
そ
の
ア
ポ
リ
ア
を
述
べ
る
。「
学
問
と

し
て
神
学
は
、
自
ら
が
そ
れ
を
解
釈
す
る
の
を
課
題
と
す
る
「
存
在
す
る
も
の
」
に
自
ら
の
概
念
が
適
切
、
明
瞭
に
合
致
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
と
い
う
要
求
の
も
と
に
あ
る
。
と
こ
ろ
で
神
学
的
概
念
の
う
ち
で
解
釈
さ
れ
る
べ
き
存
在
す
る
も
の
は
、
ま
さ
し
く
た
だ
信
仰
に
よ
っ

て
の
み
、
そ
し
て
信
仰
に
対
し
て
、
信
仰
の
内
で
明
ら
か
に
さ
れ
る
の
で
は
な
い
の
か
。
こ
こ
で
概
念
的
に
把
握
さ
れ
る
べ
き
も
の
は
、
本

質
的
に
概
念
的
に
把
握
不
可
能
な
も
の
で
あ
り
、
純
粋
に
理
性
的
な
方
法
で
は
、
そ
の
事
柄
と
し
て
の
内
容
を
究
明
す
る
こ
と
も
で
き
ず
、

ま
た
正
当
に
根
拠
づ
け
る
こ
と
も
で
き
な
い
の
で
は
な
い
か
」（S.62

）。
し
か
し
事
柄
そ
の
も
の
が
概
念
的
に
把
握
不
可
能
で
あ
る
と
い
う

こ
と
か
ら
、
た
だ
ち
に
概
念
に
よ
る
接
近
そ
れ
自
体
が
排
除
さ
れ
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
寧
ろ
逆
で
あ
る
と
い

う
。「
概
念
に
よ
る
把
握
が
不
可
能
で
あ
る
と
い
う
こ
と
そ
れ
自
身
が
ま
さ
し
く
、
適
切
に
明
ら
か
に
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ

の
不
可
能
さ
の
開
示
は
、
た
だ
概
念
的
解
釈
が
適
切
に
、
ま
た
同
時
に
そ
の
解
釈
の
限
界
に
触
れ
て
な
さ
れ
る
道
以
外
で
は
生
じ
な
い
。
そ

う
で
な
け
れ
ば
概
念
的
把
握
不
可
能
性
そ
の
も
の
が
口
を
つ
ぐ
ん
だ
ま
ま
に
な
ろ
う
。
し
か
し
信
仰
的
実
存
を
こ
の
よ
う
に
解
釈
す
る
こ
と

自
体
は
、
神
学
が
な
す
べ
き
事
柄
で
あ
る
」（S.62
）。

ハ
イ
デ
ガ
ー
は
神
学
自
体
が
抱
え
る
ア
ポ
リ
ア
を
見
つ
め
る
。
神
学
の
対
象
と
し
て
の
「
信
仰
」
は
、
理
性
的
把
握
を
拒
む
も
の
で
あ

る
。
し
か
し
そ
の
拒
絶
自
体
を
神
学
は
明
瞭
に
、
ま
さ
に
理
性
的
に
把
握
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
神
学
の
一
つ
の
本
来
的
課
題

は
、
こ
の
理
性
的
把
握
不
可
能
性
の
理
性
に
よ
る
明
確
化
で
あ
る
と
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
考
え
る
。
し
か
し
誤
解
し
て
は
な
ら
な
い
が
、
こ
の
課

題
は
神
学
内
部
に
属
す
る
も
の
で
あ
り
、
こ
の
課
題
の
遂
行
を
哲
学
に
助
け
て
も
ら
う
必
要
は
な
い
。
す
る
と
こ
の
講
演
が
目
指
す
「
神
学

と
哲
学
の
関
係
」
と
は
如
何
な
る
も
の
な
の
か
。
神
学
に
と
っ
て
の
哲
学
の
意
味
、
神
学
の
哲
学
へ
の
関
係
が
問
わ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
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Ⅲ　

神
学
と
哲
学
の
関
係

ハ
イ
デ
ガ
ー
は
こ
の
講
演
の
最
初
の
と
こ
ろ
で
、
神
学
の
対
象
が
、
哲
学
以
外
の
他
の
学
問
と
同
じ
よ
う
に
、「
存
在
す
る
も
の
」
で
あ

り
、
そ
の
意
味
で
実
定
的
学
問
で
あ
る
の
に
対
し
、
哲
学
の
対
象
が
「
存
在
す
る
も
の
」
で
は
な
く
、
存
在
す
る
も
の
の
「
存
在
」
そ
の
も

の
で
あ
り
、
存
在
論
を
問
題
と
す
る
学
問
で
あ
る
と
、
そ
の
相
違
を
述
べ
て
い
た
。
そ
の
相
違
の
さ
ら
な
る
解
明
が
こ
こ
で
問
わ
れ
ね
ば
な

ら
な
い
。
問
題
は
哲
学
が
他
の
学
問
と
異
な
っ
て
対
象
と
す
る
「
存
在
」
と
は
如
何
な
る
事
柄
で
あ
る
の
か
で
あ
る
。

し
か
し
存
在
す
る
も
の
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
れ
、
そ
れ
が
開
示
さ
れ
る
の
は
、
こ
の
当
該
の
も
の
が
何
で
あ
り
、
如
何
に

あ
る
か
に
関
し
て
、
無
意
識
的
で
概
念
以
前
の
も
の
で
あ
れ
、
前
も
っ
て
の
理
解
に
基
づ
い
て
の
み
で
あ
る
。
あ
ら
ゆ
る
存
在

的
な
解
釈
は
、
さ
し
あ
た
り
大
抵
は
隠
れ
た
ま
ま
の
或
る
存
在
論
の
地
盤
の
上
で
動
い
て
い
る
。（S.62

）

我
々
は
い
か
な
る
事
物
に
関
わ
る
場
合
で
も
、
こ
の
も
の
が
何
で
あ
る
か
、
如
何
な
る
在
り
方
を
し
て
い
る
か
に
つ
い
て
、
日
常
経
験
的

に
前
も
っ
て
知
っ
て
お
り
、
そ
の
理
解
に
基
づ
い
て
関
わ
っ
て
い
る
。
事
物
の
「
何
で
在
る
」
と
「
如
何
に
在
る
」
か
に
つ
い
て
の
こ
の
差

し
当
た
り
隠
さ
れ
た
ま
ま
の
基
本
的
な
「
存
る
」
こ
と
の
地
盤
を
理
解
の
明
る
み
に
も
た
ら
す
こ
と
が
「
存
在
論
」
の
課
題
で
あ
る
と
ハ
イ

デ
ガ
ー
は
考
え
る
。
し
か
し
神
学
が
化
学
な
ど
と
並
ぶ
一
つ
の
実
定
的
学
問
で
あ
り
、
そ
の
対
象
と
し
て
の
「
存
在
す
る
も
の
」
が
属
す
る

「
存
在
」
を
前
も
っ
て
理
解
し
て
い
る
が
ゆ
え
に
、
そ
の
存
在
理
解
に
関
し
て
、
哲
学
の
解
明
を
必
要
と
す
る
も
の
で
あ
る
と
す
る
と
、
神

学
は
哲
学
の
指
令
の
下
に
あ
る
従
属
的
な
学
問
で
あ
る
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
か
。
両
者
の
関
係
は
そ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
の
か
が
、
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根
底
に
あ
る
問
い
で
あ
る
。

し
か
し
十
字
架
、
罪
な
ど
、
キ
リ
ス
ト
者
性
の
存
在
連
関
に
明
ら
か
に
属
す
る
も
の
は
、
そ
の
特
殊
な
「
何
で
在
る
」
と

「
如
何
に
在
る
」
に
関
し
て
、
信
仰
」
以
外
の
と
こ
ろ
で
理
解
さ
れ
う
る
の
か
。
キ
リ
ス
ト
者
性
を
構
成
す
る
根
本
概
念
が
何

で
あ
り
、
如
何
に
あ
る
か
は
存
在
論
的
に
如
何
に
明
ら
か
に
さ
れ
る
べ
き
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
信
仰
は
存
在
論
的
―
哲
学
的
な

解
明
の
認
識
論
的
基
準
と
な
る
べ
き
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
神
学
的
な
根
本
概
念
は
ま
さ
し
く
哲
学
的
―
存
在
論
的
考
察
か
ら
退

去
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。（S.62

）

ハ
イ
デ
ガ
ー
を
し
て
こ
こ
で
執
拗
に
問
わ
し
め
て
い
る
の
は
、
神
学
の
対
象
で
あ
る
存
在
す
る
も
の
と
し
て
の
「
信
仰
」
が
も
つ
特
殊
性

で
あ
る
。
こ
の
も
の
が
既
知
の
経
験
的
領
域
の
う
ち
に
あ
る
手
垢
に
汚
れ
た
事
物
で
あ
れ
ば
、
問
題
は
な
い
。
し
か
し
信
仰
と
は
先
に
述
べ

ら
れ
た
よ
う
に
「
新
生
」
で
あ
る
。
そ
れ
は
あ
ら
ゆ
る
人
間
的
な
も
の
を
絶
し
て
お
り
、
自
律
的
理
性
の
手
に
お
え
る
も
の
で
は
な
い
。
そ

の
意
味
で
、
自
律
的
な
理
性
の
根
拠
づ
け
と
し
て
の
存
在
論
的
考
察
の
及
ぶ
と
こ
ろ
で
は
な
い
と
言
え
る
。
し
か
し
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
言
う
。

し
か
し
新
生
と
い
う
キ
リ
ス
ト
者
の
出
来
事
の
う
ち
に
は
次
の
こ
と
が
存
す
る
、
つ
ま
り
そ
こ
に
は
現
存
在
の
信
仰
以
前

の
、
つ
ま
り
不
信
仰
な
実
存
が
止
揚
さ
れ
て
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
止
揚
さ
れ
て
あ
る
と
は
片
づ
け
ら
れ
て
し
ま
っ
た
と

い
う
こ
と
で
は
な
い
、
そ
う
で
は
な
く
新
た
な
被
造
物
に
引
き
上
げ
ら
れ
、
そ
の
う
ち
で
保
た
れ
、
保
持
さ
れ
て
あ
る
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
確
か
に
信
仰
に
お
い
て
実
存
的
―
存
在
的
に
キ
リ
ス
ト
者
以
前
の
実
存
は
克
服
さ
れ
て
い
る
。
新
生
と
し
て
の

信
仰
に
属
す
る
、
キ
リ
ス
ト
者
以
前
の
実
存
の
実
存
的
な
克
服
が
意
味
す
る
の
は
し
か
し
、
克
服
さ
れ
た
キ
リ
ス
ト
者
以
前
の

現
存
在
が
実
存
論
的
―
存
在
論
的
に
は
共
に
含
ま
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。（S.63

）

ky6011哲学神学_片柳d.indd   22 16.1.24   4:09:18 AM



23 哲学と神学

キ
リ
ス
ト
者
以
前
の
実
存
が
、
信
仰
と
し
て
の
実
存
に
お
い
て
、
止
揚
さ
れ
た
も
の
と
し
て
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
二
つ
の
在
り
方

が
混
在
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
誤
解
さ
れ
か
ね
な
い
が
、
二
つ
の
存
在
的
な
事
物
（
事
柄
と
い
っ
て
も
よ
か
ろ
う
）
が
混
じ
り

合
い
、
古
い
も
の
が
新
し
い
も
の
と
同
居
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
（
以
前 vor 

と
い
う
言
い
方
が
、
そ
う
し
た
新
旧
の

混
合
を
連
想
さ
せ
か
ね
な
い
が
）。

こ
こ
か
ら
明
ら
か
に
な
る
の
は
、
神
学
の
あ
ら
ゆ
る
根
本
概
念
は
、
そ
の
領
域
全
般
に
わ
た
る
連
関
が
視
野
に
入
れ
ら
れ
て

で
あ
る
が
、
そ
れ
自
身
に
お
い
て
は
実
存
的
に
無
力
な
、
つ
ま
り
存
在
的
に

0

0

0

0

は
止
揚
さ
れ
た
形
で
、
し
か
し
ま
さ
に
そ
の
故
に

そ
れ
ら
を
存
在
論
的
に

0

0

0

0

0

規
定
す
る
前
キ
リ
ス
ト
者
的
、
そ
れ
ゆ
え
純
粋
に
理
性
的
に
把
握
し
う
る
内
容
を
も
っ
て
い
る
。
あ
ら

ゆ
る
神
学
的
概
念
は
必
然
的
に
そ
の
う
ち
に
、
存
在
理
解
を
内
蔵
し
て
い
る
。
そ
れ
は
人
間
的
現
存
在
が
そ
も
そ
も
実
存
す
る

か
ぎ
り
、
そ
の
も
の
と
し
て
自
身
か
ら
し
て
も
つ
も
の
で
あ
る
。（S.63  

強
調
は
原
著
）

ハ
イ
デ
ガ
ー
は
こ
の
二
重
性
を
罪
と
い
う
概
念
を
例
に
挙
げ
て
説
明
す
る
。
確
か
に
罪
は
、
信
仰
に
お
い
て
だ
け
で
、
信
仰
の
反
対
現
象

と
し
て
明
ら
か
に
な
る
。
し
か
し
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
罪
と
い
う
概
念
そ
の
も
の
の
内
容
は
、「
負
い
目 Schuld

」
と
い
う
概
念
へ
の
遡
行
を
必

要
と
す
る
と
い
う
）
7
（

。
そ
し
て
こ
の
負
い
目
と
い
う
概
念
は
現
存
在
の
根
源
的
な
存
在
論
的
規
定
で
あ
り
、
現
存
在
そ
の
も
の
に
備
わ
っ
た

根
本
構
造
で
あ
る
と
い
う
。
罪
が
そ
こ
で
生
じ
る
場
で
あ
る
と
も
言
え
よ
う
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
『
存
在
と
時
間
』
の
第
六
八
節
に
お
い
て

こ
の
「
負
い
目
」
と
い
う
概
念
を
説
明
し
て
い
る
。
こ
の
概
念
は
通
常
、
義
務
や
法
を
犯
し
た
こ
と
の
意
識
と
し
て
考
え
ら
れ
る
が
、
ハ

イ
デ
ガ
ー
は
こ
の
言
葉
を
、
人
間
存
在
の
根
本
構
造
を
現
す
も
の
と
し
て
用
い
る
。
日
常
言
語
で
は
こ
れ
は
「
借
り
が
あ
る
」
こ
と
で
あ

り
、
侵
犯
や
欠
損
に
対
し
て
自
分
に
責
任
が
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
か
ら
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
負
い
目
の
核
心
に
「
非 N

icht 

に
対
す
る
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根
拠
」
を
見
、
人
間
存
在
の
根
本
に
「
非
」
が
組
み
込
ま
れ
て
あ
る
こ
と
を
見
出
す
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
人
間
存
在
の
根
本
構
造
を
「
気
遣
い 

Sorge
」
と
規
定
し
、「
被
投
性 G

ew
orfenheit

」「
企
投
性 E

ntw
urf

」「
頽
落 Verfallen

」
の
三
つ
に
分
節
す
る
。
そ
し
て
そ
の
各
々
の

核
心
部
分
に
「
非
」
が
存
す
る
こ
と
を
見
る
。
我
々
は
、
自
ら
選
ん
だ
の
で
な
い
な
が
ら
、
自
ら
を
引
き
受
け
て
生
き
ね
ば
な
ら
な
い
被
投

性
の
う
ち
に
あ
る
。
こ
の
根
本
的
受
動
性
に
お
け
る
「
非
」、
い
く
つ
も
の
企
投
の
可
能
性
の
中
か
ら
一
つ
を
選
び
、
他
を
排
除
す
る
と
い

う
厳
し
い
選
択
に
お
け
る
「
非
」、
実
存
の
本
来
性
か
ら
「
ひ
と das M

an

」
に
逃
避
し
て
い
る
非
本
来
的
な
「
非
」
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は

人
間
が
人
間
で
あ
る
か
ぎ
り
も
っ
て
い
る
根
本
的
な
現
存
在
の
構
造
で
あ
り
、
こ
の
「
非
」
を
含
ん
だ
生
に
お
い
て
こ
そ
罪
が
可
能
と
な
る

の
で
あ
る
と
い
う
）
8
（

。

し
か
し
そ
の
よ
う
に
負
い
目
と
い
う
存
在
論
的
な
概
念
を
導
き
の
糸
と
見
な
す
と
す
る
な
ら
、
哲
学
が
神
学
を
指
導
し
、
神
学
は
哲
学
の

言
い
な
り
に
な
る
の
で
は
な
い
の
か
。
し
か
し
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
決
し
て
そ
う
で
は
な
い
と
言
う
。「
罪
は
そ
の
本
性
に
お
い
て
負
い
目
の
概

念
か
ら
理
性
的
に
演
繹
さ
れ
る
は
ず
の
も
の
で
は
な
い
。
ま
た
存
在
論
的
な
負
い
目
概
念
に
方
向
づ
け
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
罪
の
事
実
が
何

ら
か
の
仕
方
で
理
性
的
に
解
明
さ
れ
る
こ
と
が
出
来
た
り
、
そ
う
す
べ
き
で
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
罪
の
事
実
的
な
可
能
性
は
毫
も
明
ら
か

に
は
な
り
は
し
な
い
」（S.64

）。
負
い
目
に
よ
っ
て
示
さ
れ
た
不
安
定
さ
か
ら
、
罪
へ
の
跳
躍
は
決
し
て
必
然
的
で
は
な
く
、
如
何
な
る
原

因
も
こ
の
移
行
を
理
由
づ
け
は
し
な
い
。

こ
の
よ
う
に
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、
神
学
の
概
念
が
指
し
示
す
事
柄
に
対
す
る
戦
慄
的
と
も
い
え
る
鋭
敏
な
感
覚
を
も
っ
て
お
り
、
そ
の
リ
ア

リ
テ
ィ
を
表
現
す
る
概
念
に
深
い
敬
意
を
示
し
て
い
る
と
言
え
る
。
そ
の
よ
う
に
神
学
が
対
象
と
す
る
「
信
仰
」
の
領
域
に
哲
学
が
届
か
な

い
こ
と
を
明
瞭
に
認
め
た
う
え
で
（
敬
遠
し
て
近
づ
か
な
い
と
い
う
の
で
も
決
し
て
な
い
）
哲
学
の
神
学
に
対
す
る
関
わ
り
を
説
明
す
る
。

こ
の
よ
う
に
し
て
の
み
達
せ
ら
れ
る
こ
と
、
そ
し
て
学
問
と
し
て
の
神
学
に
と
っ
て
も
な
く
て
な
ら
な
い
も
の
と
し
て
残

る
も
の
が
も
た
ら
す
の
は
、
実
存
概
念
と
し
て
の
罪
と
い
う
神
学
的
概
念
が
、「
共
導K

orrektion

」（
つ
ま
り
共
に
導
く
こ
と
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25 哲学と神学

M
itleitung

）
を
獲
得
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
共
導
は
、
実
存
概
念
と
し
て
の
罪
と
い
う
神
学
的
概
念
に
と
っ
て
、

そ
の
前
キ
リ
ス
ト
者
的
な
内
容
か
ら
し
て
な
く
て
な
ら
な
い
も
の
な
の
で
あ
る
。
――
こ
れ
に
対
し
て
そ
の
キ
リ
ス
ト
者
的
な

内
容
の
根
源
と
し
て
の
第
一
義
的
な
主
導 D

irektion

（
導
出H

erleitung

）
を
与
え
る
の
は
や
は
り
信
仰
だ
け
で
あ
る
。
し0

た
が
っ
て
存
在
論
は

0

0

0

0

0

0

0

0

、
神
学
的
な
根
本
概
念
の

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
存
在
的
な

0

0

0

0

、
し
か
も
前
キ
リ
ス
ト
者
的
な
内
容
の
共
導
と
し
て
機
能
す
る
だ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

け
で
あ
る

0

0

0

0

。（S.64  

傍
点
筆
者
）

ハ
イ
デ
ガ
ー
は
哲
学
の
神
学
に
対
す
る
機
能
が K

orrektion 

で
あ
る
と
す
る
が
、
こ
れ
を
通
常
の
修
正
）
9
（

と
い
う
意
味
で
と
る
な
ら
、
哲

学
は
神
学
を
修
正
す
る
い
わ
ば
上
位
の
監
察
検
閲
機
関
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
て
し
ま
う
が
、
そ
う
で
は
な
い
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
わ
ざ
わ
ざ

「
共
に
導
く
こ
と M

itleitung

」
と
付
加
し
た
よ
う
に
、kor

＝con

「
共
に
」rego

「
導
く
」
こ
と
で
あ
り
、
こ
こ
で
は
、「
信
仰
」
が
そ

こ
で
実
効
的
力
を
発
揮
す
る
場
所
の
境
界
づ
け
の
如
き
機
能
を
意
味
す
る
と
言
え
よ
う
。

ハ
イ
デ
ガ
ー
は
こ
の
「
共
導
」
の
概
念
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、「
形
式
的
告
示
」
と
い
う
概
念
を
用
い
る
。
こ
の
概
念
は
、

一
九
二
〇
／
二
一
年
の
冬
学
期
の
講
義
「
宗
教
現
象
学
入
門
」
で
、
原
始
キ
リ
ス
ト
教
、
殊
に
パ
ウ
ロ
の
宗
教
性
を
扱
っ
た
時
以
来
、
頻
繁

に
用
い
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。「
こ
の
概
念
は
現
象
学
的
説
明
の
方
法
論
的
要
素
に
属
す
る
。
そ
れ
が
「
形
式
的
」
と
呼
ば
れ
る
の
は
、
形

式
的
な
る
も
の
が
、（
対
象
そ
の
も
の
で
は
な
く
、
関
わ
る
者
の
）
関
わ
り
に
即
し
た
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
告
示
は
、
前
も
っ
て
現
象
の

関
わ
り
を
告
示
す
る
は
ず
で
あ
る
――
勿
論
否
定
的
な
意
味
で
、
い
わ
ば
警
告
と
し
て
で
あ
る
！　

或
る
現
象
は
次
の
よ
う
に
提
出
さ
れ
る

べ
き
で
あ
る
、
つ
ま
り
そ
の
関
わ
り
の
意
味
は
、
宙
づ
り
に
さ
れ
た
ま
ま
な
の
で
あ
る
。
そ
の
関
わ
り
の
意
味
は
根
源
的
に
理
論
的
で
あ
る

と
想
定
さ
れ
る
こ
と
は
避
け
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
現
象
の
関
わ
り
と
遂
行
と
は
前
も
っ
て
規
定
さ
れ
て
は
な
ら
ず
、
宙
づ
り
の
ま
ま
保
た

れ
る
の
で
あ
る
）
10
（

」。

ハ
イ
デ
ガ
ー
は
こ
の
方
法
概
念
を
、
一
つ
の
警
告
と
し
て
用
い
て
い
る
。
当
時
流
行
の
表
現
と
し
て
「
歴
史
的
な
る
事
柄 das H

isto-
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rische

」
と
い
う
言
葉
が
無
造
作
、無
反
省
に
使
わ
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
こ
の
言
葉
、「
歴
史
的
な
る
事
柄
」

を
時
間
に
お
い
て
生
成
す
る
事
柄
と
あ
え
て
形
式
的
に
規
定
し
た
。
そ
れ
に
よ
っ
て
最
後
決
定
的
な
普
遍
的
定
義
を
な
し
た
の
で
は
な
い
。

歴
史
も
時
間
も
、
ま
っ
た
く
無
規
定
的
な
も
の
と
し
て
宙
吊
り
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
狙
っ
た
の
は
、
歴
史
的
な
も
の
、
時
間

的
な
も
の
と
い
う
規
定
を
、
自
然
科
学
、
歴
史
科
学
が
自
明
な
こ
と
と
前
提
し
て
い
る
枠
組
み
か
ら
取
り
外
す
と
い
う
否
定
的
な
作
業
で
あ

り
、
い
わ
ば
「
現
象
学
的
還
元
」
を
行
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
否
定
的
作
業
、
解
体
を
通
し
て
、
人
間
的
現
存
在
に
と
っ
て
の
時

間
の
真
の
姿
を
見
据
え
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
際
、
原
始
キ
リ
ス
ト
教
の
宗
教
性
は
導
き
の
糸
を
与
え
て
く
れ
る
と
ハ
イ
デ
ガ
ー
は

考
え
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
「
形
式
的
告
示
」
と
い
う
言
葉
を
一
九
二
七
年
の
こ
の
講
演
に
お
い
て
も
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
用
い
る
。

存
在
論
的
な
領
域
の
形
式
的
告
示
の
内
に
は
、
次
の
よ
う
な
指
示
が
存
す
る
、
つ
ま
り
概
念
の
特
殊
神
学
的
な
内
容
を
、
哲

学
的
に
推
し
測
る
の
で
は
な
く
、
そ
う
で
は
な
く
示
さ
れ
た
如
く
信
仰
の
特
殊
実
存
的
次
元
か
ら
、
そ
し
て
そ
の
次
元
の
う
ち

で
汲
み
尽
し
、
そ
の
内
容
を
自
ら
に
示
さ
せ
よ
と
い
う
指
示
で
あ
る
。
だ
か
ら
存
在
論
的
な
概
念
の
形
式
的
告
示
の
機
能
と

は
、
結
合
で
は
な
く
、
神
学
的
諸
概
念
の
独
特
の
、
つ
ま
り
信
仰
に
基
づ
く
根
源
的
開
示
を
結
び
つ
け
る
こ
と
で
は
な
く
、
逆

に
開
け
放
し
た
ま
ま
に
す
る
こ
と Freigabe 
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
に
示
さ
れ
た
存
在
論
の
機
能
は
、
主
導
で
は
な
く
、
た
だ

共
に
指
導
し
て
為
す m

itanleitend 

共
導
な
の
で
あ
る
。（S.65

）

形
式
的
告
示
が
、
既
知
の
伝
統
的
意
味
、
ま
た
流
行
の
浮
薄
な
意
味
を
宙
づ
り
に
し
、
熟
慮
の
た
め
に
形
式
的
に
空
洞
に
し
て
お
く
機
能

を
も
つ
よ
う
に
、
存
在
論
も
、
神
学
と
の
関
係
に
お
い
て
は
、
神
学
的
概
念
が
対
象
と
す
る
「
信
仰
」
と
い
う
実
存
的
敢
行
が
な
さ
れ
る
場

所
を
正
確
に
指
示
し
、
明
確
に
境
界
づ
け
る
こ
と
だ
け
が
そ
の
機
能
で
あ
り
、
信
仰
が
充
分
働
き
う
る
よ
う
に
そ
の
場
所
を
空
い
た
ま
ま
に

し
て
お
く
こ
と
な
の
で
あ
る
と
い
う
。
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ハ
イ
デ
ガ
ー
に
よ
れ
ば
哲
学
は
神
学
に
対
し
て
、
こ
の
共
導
的
機
能
を
も
た
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
の
で
は
な
い
と
い
う
。
神
学
に
よ
っ

て
こ
の
共
導
と
い
う
機
能
の
意
味
で
、
哲
学
が
受
け
入
れ
ら
れ
る
可
能
性
が
あ
る
と
い
う
だ
け
で
あ
る
と
い
う
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
次
の
よ
う

に
結
論
す
る
。

哲
学
は
神
学
的
諸
概
念
の
存
在
的

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
前
キ
リ
ス
ト
者
的
内
容
の
可
能
的
で

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
ま
た
形
式
的
な
告
示
を
す
る
共
導
で
あ
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

。
し0

か
し
哲
学
は
こ
の
共
導
と
し
て
の
機
能
を

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
事
実
的
に
果
た
さ
な
く
と
も

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
哲
学
の
哲
学
た
る
所
以
を
持
ち
う
る
の
で
あ
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

。

（S.66  

傍
点
筆
者
）

こ
の
言
い
方
は
一
見
、
神
学
を
突
き
放
し
、
哲
学
の
自
立
性
を
主
張
し
て
い
る
ご
と
く
見
え
る
。
し
か
し
こ
の
い
わ
ば
突
き
放
し
は
、
神

学
と
い
う
学
問
に
対
す
る
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
敬
意
の
念
の
表
明
と
も
言
え
る
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
よ
れ
ば
、
神
学
以
外
の
他
の
実
定
的
学
問
に
対

す
る
哲
学
の
存
在
論
と
し
て
の
役
割
は
、
神
学
に
対
す
る
場
合
と
異
な
っ
て
い
る
と
い
う
。「
と
こ
ろ
で
哲
学
が
神
学
に
対
し
て
そ
の
よ
う

な
共
導
的
な
機
能
を
も
た
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
哲
学
の
本
性
に
属
す
る
も
の
で
は
な
く
、
哲
学
そ
の
も
の
か
ら
、
そ
し
て
哲
学

そ
の
も
の
に
と
っ
て
決
し
て
根
拠
づ
け
う
る
も
の
で
は
な
い
。
こ
れ
に
対
し
て
確
か
に
純
粋
に
自
己
自
身
に
よ
っ
て
立
つ
現
存
在
の
自
由
な

問
い
か
け
と
し
て
の
哲
学
は
、
他
の
す
べ
て
の

0

0

0

0

0

0

非0

―
神
学
的
な

0

0

0

0

、
実
定
的
学
問
に
関
し
て
は

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
存
在
論
的
に
基
礎
づ
け
る
主
導 D

irektion 

と
い
う
課
題
を
も
っ
て
い
る
」（S.65  

傍
点
筆
者
）。
他
の
学
問
に
関
し
て
い
え
ば
、
例
え
ば
物
理
的
な
根
本
諸
概
念
は
自
然
の
存
在
論
に

よ
っ
て
自
然
の
一
切
の
内
的
な
可
能
性
の
根
拠
づ
け
と
指
図
を
保
持
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
意
味
で
存
在
論
は
主
導
と
い
う
機
能
を
、
神
学

以
外
の
学
問
に
対
し
て
は
も
っ
て
い
る
。

何
ゆ
え
神
学
は
例
外
的
な
の
か
。
そ
れ
は
ひ
と
え
に
神
学
が
そ
の
対
象
と
す
る
「
存
在
す
る
も
の
」
と
し
て
の
「
信
仰
」
と
い
う
も
の

の
、
存
在
論
的
に
特
殊
な
位
置
づ
け
か
ら
く
る
の
で
あ
る
。
そ
の
特
殊
性
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
詳
細
に
「
信
仰
」
に
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つ
い
て
語
っ
て
き
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
最
も
自
立
的
で
あ
り
な
が
ら
、
自
己
を
越
え
た
超
越
的
な
も
の
に
関
わ
り
、
こ
の
超
越
的
な
も

の
は
絶
対
的
で
あ
り
な
が
ら
、
時
間
の
中
で
の
歴
史
的
出
来
事
で
あ
り
、
そ
れ
に
関
わ
る
「
信
仰
」
自
身
ま
た
歴
史
的
出
来
事
で
あ
り
な
が

ら
、
理
性
的
把
握
に
よ
っ
て
は
接
近
し
え
な
い
事
柄
な
の
で
あ
る
）
11
（

。
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
哲
学
を
存
在
論
的
と
し
て
、
存
在
的
な
も
の
に
関
わ
る

神
学
の
上
に
立
つ
も
の
の
ご
と
く
し
て
い
る
が
、
そ
の
実
こ
の
存
在
論
は
「
信
仰
」
に
特
別
の
位
置
を
指
定
し
、
境
界
づ
け
す
る
に
す
ぎ
な

い
も
の
で
あ
り
、「
信
仰
」
と
い
う
「
存
在
す
る
も
の
」
の
在
り
方
に
特
別
の
敬
意
を
払
っ
て
い
る
の
が
窺
え
る
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
こ
の
二

つ
の
学
問
の
対
立
と
連
帯
を
次
の
よ
う
に
さ
え
述
べ
る
。

（
哲
学
と
神
学
と
の
）
こ
の
独
特
な
関
係
は
次
の
こ
と
を
排
除
す
る
の
で
な
く
、
ま
さ
し
く
含
ん
で
い
る
、
つ
ま
り
信
仰

0

0

は0

そ
の
最
内
奥
の
核
に
お
い
て
、
本
質
的
に
哲
学
に

0

0

0

属
す
る
、
事
実
的
に
は
極
度
に
変
化
し
や
す
い
実
存
様
式

0

0

0

0

に
対
峙
し

て
、
一
つ
の
独
自
な
実
存
の
可
能
性
と
し
て
、
不
倶
戴
天
の
敵 Todfeind 

で
あ
り
つ
づ
け
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
哲
学
が

か
の
不
倶
戴
天
の
敵
と
何
ら
か
の
仕
方
で
戦
お
う
と
あ
ら
た
め
て
企
図
す
る
ま
で
も
な
い
。
現
存
在
全
体
に
関
わ
る
信
実
性 

G
laubigkeit 

と
自
由
な
自
己
受
容
の
間
の
こ
の
実
存
的
な
対
立

0

0

0

0

0

0

、
そ
れ
は
す
で
に
神
学
と
哲
学
の
以
前
か
ら

0

0

0

0

存
し
て
お
り
、

こ
の
二
つ
の
学
問
に
よ
っ
て
初
め
て
生
じ
た
も
の
で
は
な
い
の
だ
が
、
こ
の
対
立
は
学
問
と
し
て
の

0

0

0

0

0

0

神
学
と
哲
学
の
可
能
な
共

0

0

0

0

同
性

0

0

を
担
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
も
し
こ
の
対
話
が
真
正
な
も
の
で
あ
り
、
如
何
な
る
幻
想
や
弱
弱
し
い
調
停
の
試
み
か
ら
自
由

で
あ
り
う
る
は
ず
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
で
あ
る
。（S.66  
強
調
は
原
著
）

ハ
イ
デ
ガ
ー
は
こ
の
二
つ
の
学
問
の
相
違
は
絶
対
的
で
あ
る
と
こ
の
講
演
の
初
め
に
述
べ
て
い
た
。
存
在
論
と
し
て
の
哲
学
と
実
定
的
学

問
の
一
つ
と
し
て
の
神
学
は
、
絶
対
的
に
範
疇
を
異
に
す
る
と
い
う
。
一
見
存
在
論
を
よ
り
普
遍
的
で
、
次
元
の
高
い
も
の
と
し
て
、
神
学

を
上
か
ら
見
下
ろ
し
て
い
る
か
の
ご
と
く
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
講
演
に
耳
を
傾
け
、
こ
の
講
演
を
精
読
す
る
者
は
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
「
存
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在
す
る
も
の
」
の
中
で
「
信
仰
」
に
稀
有
な
位
置
を
与
え
て
い
る
こ
と
に
驚
か
さ
れ
、
そ
の
ゆ
え
に
、
哲
学
が
可
能
性
と
し
て
求
め
る
実
存

の
本
来
性
の
獲
得
を
、
神
学
の
対
象
た
る
「
信
仰
」
が
、
或
る
仕
方
で
実
現
し
て
い
る
こ
と
を
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
認
識
し
て
い
る
こ
と
に
次
第

に
気
づ
か
さ
れ
よ
う
。
こ
の
よ
う
に
「
不
倶
戴
天
の
敵
」
な
る
二
つ
の
学
問
が
な
お
、
共
同
連
帯
し
う
る
可
能
性
の
あ
る
こ
と
を
ハ
イ
デ

ガ
ー
は
真
剣
に
見
つ
め
て
お
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
こ
そ
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
こ
の
講
演
を
な
し
た
こ
と
を
、
我
々
は
あ
ら
た
め
て
気
づ
か
さ
れ

る
。ハ

イ
デ
ガ
ー
は
こ
の
後
、『
存
在
と
時
間
』
を
未
完
の
ま
ま
執
筆
を
断
念
し
、
自
ら
の
概
念
装
置
を
徹
底
的
に
再
点
検
し
て
ゆ
く
厳
し
い

自
己
吟
味
の
時
期
を
く
ぐ
り
抜
け
て
い
く
が
、
こ
の
講
演
で
見
据
え
た
「
神
学
」
と
の
対
話
を
断
念
し
た
わ
け
で
は
な
い
。
実
存
に
即
し
た

「
思
惟
」
と
「
言
葉
」
を
獲
得
す
る
た
め
に
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
一
筋
に
求
め
た
思
索
の
歩
み
に
お
い
て
、
神
学
と
の
「
対
話
」
に
実
り
の
あ
る

こ
と
を
彼
は
よ
く
知
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
、
四
十
年
近
く
あ
と
、
一
九
六
四
年
に
ア
メ
リ
カ
の
ド
ル
ー
大
学
で
の
神
学
討
論

会
へ
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
書
簡
を
送
っ
て
、「
対
話
」
を
継
続
し
て
い
る
こ
と
に
も
現
れ
て
い
る
）
12
（

。
そ
こ
で
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、
科
学
技
術
時
代

に
生
き
る
現
代
の
人
間
が
、
今
一
度
「
思
惟
」
と
「
言
葉
」
に
つ
い
て
根
本
的
に
考
え
直
さ
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
呼
び
か
け
て
い
る
。
明

ら
か
に
彼
は
、
こ
の
会
合
に
出
席
し
た
神
学
者
た
ち
に
、
原
始
キ
リ
ス
ト
教
の
パ
ウ
ロ
や
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
、
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
な
ど
に
お

い
て
生
き
ら
れ
た
キ
リ
ス
ト
者
的
な
「
信
仰
」
の
経
験
に
立
ち
戻
っ
て
、
真
正
な
「
思
惟
」
と
「
言
葉
」
の
在
り
方
を
探
求
す
べ
き
こ
と
を

求
め
て
い
た
の
で
あ
る
。
我
々
自
身
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
生
涯
を
か
け
て
哲
学
と
神
学
の
関
係
を
問
い
続
け
て
な
し
た
思
惟
の
歩
み
に
促
さ

れ
、
存
在
と
生
そ
の
も
の
か
ら
、
沈
黙
の
内
に
我
々
ひ
と
り
ひ
と
り
に
問
い
か
け
て
く
る
「
言
葉
」
に
耳
を
傾
け
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
あ

ら
た
め
て
思
わ
さ
れ
る
。
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） 

一
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五
年
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デ
ガ
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の
全
集
は
一
〇
二
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で
完
成
の
予
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で
、
現
在
九
〇
冊
ほ
ど
が
出
版
さ
れ
、
そ
の
巨
大
な

形
姿
を
現
し
つ
つ
あ
る
が
、
そ
の
全
容
を
把
握
す
る
の
は
至
難
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あ
る
。
最
近
も
新
た
に
刊
行
さ
れ
た
『
考
察 Ü
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』（
い
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含
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れ
る
反
ユ
ダ
ヤ
主
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的
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問
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っ
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い
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れ
に
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い
て
は
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・
ト
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「
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ガ
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世
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参
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他
編
『
ハ
イ
デ
ガ
ー
読
本
』、
法
政
大
学
出
版
局
、
二
〇
一
四
年
、
三
一
五
―
三
二
八
頁
）。

（
2
） M

. H
eidegger, P

hänom
enologie und T

heologie, in: H
eideggers G

esam
tausgabe

（
以
下 G

A
 

と
略
す
）B

d.9, F
rankfurt/M

ain: 

K
losterm

ann 1976, S.45

―78.

こ
の
講
演
に
関
す
る
研
究
と
し
て
は
茂
牧
人
『
ハ
イ
デ
ガ
ー
と
神
学
』（
知
泉
書
館
、
二
〇
一
一
年
、
四
七
―
五
八
頁
）
が
あ
る
。

（
3
） H

. M
örchen, Zur O

ffenhaltung der K
om

m
unikation zw

ischen der T
heologie R

udolf B
ultm

anns und dem
 D

enken M
artin 

H
eideggers, in: R
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テ
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ハ
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潔
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テ
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学
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会
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イ
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ヒ
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う
る
も
の
と
し
て
、
負
い
目
と
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す
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ガ
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eidegger zum
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ann 1970, S.27
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検
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. H
eidegger, E
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ダ
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概
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。
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畏
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れ
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。
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