
41 京都学派のケノーシス論

1
．
仏
教
と
キ
リ
ス
ト
教
の
宗
教
間
対
話
の
問
題
に
つ
い
て

西
谷
は
『
宗
教
と
は
何
か
』
に
お
い
て
、A

rnold Toynbee

が
「
仏

教
的
」
世
界
観
と
「
西
洋
的
・
ユ
ダ
ヤ
的
」
世
界
観
の
出
会
い
を
、
人

類
の
未
来
に
と
っ
て
20
世
紀
で
最
も
決
定
的
な
出
来
事
と
考
え
た
こ
と

を
挙
げ
て
い
る（
1
）。
そ
の
出
会
い
に
、
京
都
学
派
は
、
多
大
な
貢
献

を
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
宗
教
学
者N

otto R
. Thelle

は
こ
う
書
い
て

い
る
。日

本
で
は
仏
教
と
キ
リ
ス
ト
教
の
哲
学
的
な
議
論
の
根
は
古
い
が
、

西
田
幾
多
郎
が
地
面
を
耕
し
、
対
話
の
た
め
の
肥
沃
な
土
壌
を
作

る
ま
で
は
、
あ
ま
り
深
く
育
た
な
か
っ
た
。
現
在
の
仏
教
と
キ
リ

ス
ト
教
の
対
話
は
、
西
田
と
そ
の
弟
子
た
ち
の
影
響
な
し
に
は
考

え
ら
れ
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
…（
2
）

Thelle

は
、
日
本
に
お
け
る
仏
教
と
キ
リ
ス
ト
教
の
出
会
い
が
、「
対

立
か
ら
対
話
へ
」
と
い
う
一
般
的
な
発
展
を
遂
げ
た
と
見
て
い
る
。
つ

ま
り
、
外
来
宗
教
を
弾
圧
す
る
初
期
の
試
み
は
、
相
互
理
解
を
目
指
す

宗
教
間
対
話
へ
と
変
化
し
て
い
る
。
こ
の
仏
教
と
キ
リ
ス
ト
教
の
宗
教

間
対
話
に
関
す
る
過
去
数
十
年
の
文
献
を
俯
瞰
す
れ
ば
、
大
多
数
の
論

者
が
こ
の
対
話
を
「
エ
キ
ュ
メ
ニ
カ
ル
」
な
ア
プ
ロ
ー
チ
で
理
解
し
て

い
る
こ
と
が
窺
わ
れ
る（
3
）。
そ
の
立
場
で
は
、
比
較
対
話
と
は
、
共

通
点
を
見
出
し
、
宗
教
間
の
架
け
橋
を
作
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ

れ
は
、
宗
教
間
の
政
治
的
対
立
の
可
能
性
を
和
ら
げ
る
こ
と
を
目
的
と

し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
多
く
の
場
合
、
こ
の
よ
う
な
比
較
対
話
を
通
じ

て
、
宗
教
概
念
を
よ
り
普
遍
的
な
も
の
へ
と
発
展
さ
せ
、
そ
れ
に
よ
っ

て
そ
れ
ぞ
れ
の
特
定
の
宗
教
的
伝
統
を
結
び
つ
け
、
よ
り
高
い
統
一
体

へ
と
統
合
す
る
こ
と
が
試
み
ら
れ
て
い
る
。

Thelle
は
日
本
に
焦
点
を
当
て
て
、
こ
の
点
に
つ
い
て
こ
う
述
べ
て

い
る
。

バ
ー
ト
ネ
ッ
ク
・
ト
ビ
ア
ス

京
都
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派
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ケ
ノ
ー
シ
ス
論

―
―
西
谷
啓
治
に
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け
る
十
字
架
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仏
教
と
キ
リ
ス
ト
教
の
対
話
を
当
初
か
ら
特
徴
づ
け
て
き
た
も
う

一
つ
の
傾
向
は
、
教
義
や
哲
学
の
違
い
を
強
調
し
な
い
こ
と
、
あ

る
い
は
中
心
的
な
問
題
を
ぼ
か
す
こ
と
に
よ
っ
て
調
和
を
育
も
う

と
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
特
定
の
宗
教
的
真
理
を
主
張
す

る
こ
と
よ
り
も
、
調
和
を
保
つ
こ
と
が
重
要
で
あ
る
と
い
う
日
本

人
の
知
恵
の
表
れ
で
あ
ろ
う
。
一
方
、
日
本
に
お
け
る
宗
教
対
話

は
、
す
べ
て
を
網
羅
す
る
あ
ま
り
、
表
面
的
な
会
話
や
あ
い
ま
い

な
表
現
に
終
始
す
る
危
険
性
を
常
に
は
ら
ん
で
い
る
よ
う
に
思
わ

れ
る
。（
4
）

し
か
し
、
キ
リ
ス
ト
教
と
の
宗
教
哲
学
的
対
話
は
、
単
な
る
政
治
外

交
や
宗
教
教
義
間
の
曖
昧
な
類
似
点
に
基
づ
く
相
互
承
認
の
試
み
だ
け

で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
こ
の
対
話
は
、
別
の
手
段
を
用
い
て
、
別
の
媒

体
を
も
っ
て
従
来
の
対
立
を
継
続
す
る
も
の
で
あ
る
、
と
主
張
し
た
い
。

そ
も
そ
も
「
真
な
る
宗
教
（A

ugustinus

曰
くvera religio

）」
と
い

う
問
題
に
中
立
は
な
い
。
何
故
な
ら
そ
れ
は
、
宗
教
間
対
話
の
た
め
の

共
通
基
盤
を
前
提
と
す
る
こ
と
自
体
が
、
宗
教
的
な
意
味
を
も
つ
前
提

に
な
る
の
で
あ
る
か
ら
だ
。
た
と
え
表
面
的
に
は
平
和
的
に
見
え
る
と

し
て
も
、
こ
の
宗
教
間
対
話
は
単
な
る
政
治
的
な
対
立
の
レ
ベ
ル
か
ら

形
而
上
学
的
な
概
念
の
レ
ベ
ル
へ
と
引
き
上
げ
ら
れ
た
、
よ
り
一
層
激

し
い
精
神
的
な
闘
争
と
し
て
理
解
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

そ
れ
ぞ
れ
の
宗
教
が
固
有
な
教
義
体
系
の
自
己
同
一
性
を
政
治
的
に

保
持
す
る
か
わ
り
に
、
む
し
ろ
「
対
話
」
は
、
そ
う
し
た
自
己
同
一
性

の
相
対
的
な
崩
壊
、
ひ
い
て
は
そ
も
そ
も
区
別
さ
え
も
が
つ
か
な
く
な

る
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
あ
る
宗
教
が
屈
服

し
て
別
の
宗
教
の
下
に
組
み
込
ま
れ
る
か
、
あ
る
い
は
両
者
が
混
ざ
り

合
っ
て
、
両
者
を
等
し
く
昇
華
さ
せ
る
全
く
新
し
い
総
合
が
生
ま
れ
る

か
の
ど
ち
ら
か
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
宗
教
間
対
話
を
対
立
の
新
た
な

段
階
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
、
あ
ら
ゆ
る
「
調
和
の
試

み
」
の
真
の
歴
史
的
意
義
を
理
解
す
る
こ
と
も
で
き
る
の
で
あ
る（
5
）。

N
otto R

. Thelle

は
、
浄
土
真
宗
の
僧
、
瑞ず
い

剱け
ん

・
稲い
な

垣が
き

最さ
い

三ぞ
う

の
言
葉

を
次
の
よ
う
に
引
用
し
て
い
る
。

キ
リ
ス
ト
教
は
多
く
の
試
練
を
乗
り
越
え
て
き
た
。
迫
害
の
火
に

耐
え
、2000

年
の
間
に
さ
ま
ざ
ま
な
文
化
や
哲
学
に
さ
ら
さ
れ

て
き
た
。
科
学
、
哲
学
、
懐
疑
論
、
反
宗
教
思
想
の
火
に
さ
ら
さ

れ
、
何
と
か
乗
り
切
っ
て
き
た
。
し
か
し
、
ま
だ
大
乗
仏
教
の
火

を
く
ぐ
っ
て
い
な
い
。そ
う
な
れ
ば
、キ
リ
ス
ト
教
は
仏
教
に
よ
っ

て
徹
底
的
に
鋳
直
さ
れ
る
坩
堝
に
入
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
だ
ろ

う
。（
6
）

京
都
学
派
の
キ
リ
ス
ト
教
論
は
ま
さ
に
こ
の
「
大
乗
仏
教
の
火
」
に

よ
っ
て
キ
リ
ス
ト
教
神
学
を
根
本
的
に
鋳
直
す
試
み
と
し
て
読
ま
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

2
．
日
本
の
ケ
ノ
ー
シ
ス
主
義
と
京
都
学
派
の
ケ
ノ
ー
シ
ス
論

キ
リ
ス
ト
教
の
福
音
の
中
心
に
は
、
神
の
救
済
す
る
愛
の
表
現
と
し

て
、
神
人
イ
エ
ズ
ス
の
十
字
架
上
の
死
が
あ
る
。
こ
の
「
神
の
死
」
を

表
す
神
学
用
語
が
「
ケ
ノ
ー
シ
ス
」
で
あ
る（
7
）。
ケ
ノ
ー
シ
ス
と
い

う
言
葉
は
、
使
徒Paulus

のPhilippi

の
信
徒
へ
の
手
紙
2
章
5
節
か
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ら
11
節
の
中
で
使
わ
れ
て
い
る
ギ
リ
シ
ャ
語
の
動
詞eken ōsen

エ
ケ

ノ
ー
セ
ン
に
由
来
し
て
い
る
。
聖
書
学
者
た
ち
は
こ
の
箇
所
を
初
期
キ

リ
ス
ト
教
の
典
礼
的
な
讃
美
歌
で
あ
る
と
見
な
し
て
い
る
。
そ
こ
に
は
、

次
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
（B

arbaro

訳
か
ら
引
用
）。

﹇
5
﹈
互
い
に
イ
エ
ズ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
心
を
心
と
せ
よ
。﹇
6
﹈

キ
リ
ス
ト
は
本
性
と
し
て
神
で
あ
っ
た
が
、
神
と
等
し
い
こ
と
を

固
持
し
よ
う
と
は
せ
ず
、﹇
7
﹈
か
え
っ
て
奴
隷
の
形
を
と
り
、

人
間
に
似
た
も
の
と
な
っ
て
、
自
分
自
身
を
無
と
さ
れ
た
。

こ
の
7
節
冒
頭
に
書
か
れ
て
い
る
表
現
は
、
ギ
リ
シ
ャ
語
でἑαυτὸν 

ἐκένωσεν

「
ヘ
ウ
ト
ン
・
エ
ケ
ノ
ー
セ
ン
」
と
読
み
、「
自
分
自
身
を

無
と
さ
れ
た
」
と
訳
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
神
学
的
な
ケ
ノ
ー
シ
ス

（ken ōsis

）
の
概
念
の
聖
書
的
な
基
礎
と
な
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
受

難
と
十
字
架
上
の
死
を
通
し
て
、
受
肉
し
た
神
が
「
自
己
無
化
し
た
」

の
で
あ
る
。

こ
の
ケ
ノ
ー
シ
ス
と
い
う
概
念
を
入
り
口
と
し
て
、
京
都
学
派
が
仏

教
の
立
場
か
ら
キ
リ
ス
ト
教
に
関
わ
る
場
合
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
思
想

家
の
独
自
性
は
あ
る
に
せ
よ
、
共
通
の
一
貫
し
た
解
釈
戦
略
を
用
い
て

い
る
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。Steve O

din

は
、
こ
の
戦
略
を Japanese 

K
enoticism

「
日
本
の
ケ
ノ
ー
シ
ス
主
義
」
と
し
て
適
切
に
総
称
し
て

い
る（
8
）。
西
谷
に
話
を
戻
す
前
に
、
こ
の
一
般
的
な
戦
略
を
ま
ず
簡

単
に
概
説
し
て
お
こ
う
。O

din

が
日
本
の
ケ
ノ
ー
シ
ス
主
義
の
典
型

的
な
一
箇
所
を
、
西
田
の
晩
年
の
著
作
『
場
所
的
論
理
と
宗
教
的
世
界

観
』
に
あ
る
一
節
に
見
る
。
西
田
は
、
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。

単
に
超
越
的
に
自
己
満
足
的
な
る
神
は
真
の
神
で
は
な
か
ろ
う
。

一
面
に
又
何
処
ま
で
も
ケ
ノ
シ
ス
的
で
も
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

何
処
ま
で
も
超
越
的
な
る
と
共
に
何
処
ま
で
も
内
在
的
、
何
処
ま

で
も
内
在
的
な
る
と
共
に
何
処
ま
で
も
超
越
的
な
る
神
こ
そ
、
真

に
弁
証
法
的
な
る
神
で
あ
ろ
う
。
真
の
絶
対
と
言
う
こ
と
が
で
き

る
。
神
は
愛
か
ら
世
界
を
創
造
し
た
と
言
う
が
、
神
の
絶
対
愛
と

は
、
神
の
絶
対
的
自
己
否
定
と
し
て
神
に
本
質
的
な
も
の
で
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
、opus ad extra 

で
は
な
い
。（
9
）

こ
れ
を
承
け
て
、
田
辺
元
は
こ
う
言
う
。

愛
な
る
神
は
、
ど
こ
ま
で
も
自
ら
を
無
に
し
自
ら
を
他
に
与
え
尽

く
す
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
意
味
に
於
い
て
無
を
原
理
と
す
る
も

の
で
あ
る
か
ら
、
直
接
に
自
ら
の
意
志
を
も
っ
て
は
た
ら
き
出
す

も
の
で
は
な
い
。（
10
）

西
谷
は
、
引
き
継
い
で
、『
宗
教
と
は
何
か
』
に
お
い
て
、
こ
う
書

い
て
い
る
。

キ
リ
ス
ト
に
於
け
る
此
の
『
己
れ
を
空
し
く
す
る
こ
と
』（ek-

ken ōsis

）
の
源
は
神
の
う
ち
に
あ
る
。
即
ち
自
ら
に
逆
ら
っ
た
罪

人
を
も
赦
そ
う
と
す
る
神
の
愛
に
あ
る
。
そ
の
赦
し
の
愛
は
、
さ

き
に
言
わ
れ
た
、
善
人
を
も
悪
人
を
も
平
等
に
包
む
神
の
『
完
全

性
』
の
現
れ
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
、
神
自
身
の
う
ち
に
も
『
己
れ

を
空
し
く
し
た
』
と
い
う
意
味
が
含
ま
れ
て
い
る
と
い
え
る
。
た
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だ
、
キ
リ
ス
ト
の
場
合
に
は
、
そ
れ
は
元
来
神
の
か
た
ち
で
居
た

も
の
が
下
僕
の
か
た
ち
を
取
る
と
い
う
こ
と
で
実
現
さ
れ
た
の
に

対
し
て
、
神
の
場
合
に
は
、
神
の
完
全
性
の
う
ち
に
初
め
か
ら
そ

の
意
味
が
含
ま
れ
て
い
る
と
い
え
る
。
即
ち
、
神
が
神
で
あ
る
と

い
う
そ
の
こ
と
自
身
の
う
ち
に
、
本
質
的
に
、『
己
れ
を
空
し
く

し
た
』
と
い
う
性
格
が
含
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
キ
リ
ス
ト
の

場
合
に
は
そ
れ
は
成
就
さ
れ
た
業
で
あ
り
、
神
の
場
合
に
は
本
来

の
本
性
で
あ
る
。（
11
）

そ
し
て
最
後
の
例
と
し
て
、
同
じ
伝
統
を
代
表
し
て
、
阿
部
正
雄
は

こ
う
述
べ
て
い
る
。

ケ
ノ
ー
シ
ス
的
神
は
、
ケ
ノ
ー
シ
ス
的
キ
リ
ス
ト
の
根
源
で
あ

る
。（
12
）

こ
れ
ら
の
い
く
つ
か
の
例
示
的
な
引
用
か
ら
西
田
と
京
都
学
派
の
戦

略
が
す
で
に
窺
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
即
ち
、
そ
れ
は
キ
リ
ス
ト
の
十
字

架
上
の
死
と
い
う
救
済
愛
の
成
就
を
通
し
て
表
さ
れ
る
自
己
否
定
性
を

神
の
存
在
そ
の
も
の
と
同
一
視
し
、
ケ
ノ
ー
シ
ス
を
神
に
と
っ
て
根
本

的
な
「
無
」
あ
る
い
は
本
質
的
な
「
空
」
を
意
味
す
る
も
の
と
し
て
捉

え
る
と
い
う
戦
略
で
あ
る（
13
）。

そ
の
上
、
西
谷
は
京
都
学
派
の
誰
よ
り
も
そ
の
キ
リ
ス
ト
教
解
釈
の

戦
略
的
性
格
を
自
覚
し
て
い
た
に
違
い
な
い（
14
）。
そ
の
こ
と
は
、
キ

リ
ス
ト
教
を
両
義
的
な
も
の
と
し
て
捉
え
る
西
谷
の
近
代
の「
系
譜
学
」

を
考
察
す
れ
ば
明
ら
か
に
な
る
。
さ
ら
に
、
そ
の
考
察
を
通
し
て
、
京

都
学
派
の
ケ
ノ
ー
シ
ス
論
が
キ
リ
ス
ト
教
の
ど
の
よ
う
な
問
題
に
対
応

し
て
い
る
か
、
そ
し
て
そ
れ
は
ど
う
い
う
歴
史
的
意
義
を
持
つ
か
が
顕

に
な
る
の
で
あ
る
。

3
．
西
谷
啓
治
に
よ
る
近
代
の
キ
リ
ス
ト
教
的
系
譜

西
谷
に
よ
れ
ば
、
近
代
精
神
は
、
西
洋
思
想
の
歴
史
に
お
け
る
4
つ

の
契
機
の
複
合
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
た
。
そ
れ
は
、
1
．「
唯
物
論
」、

2
．「
合
理
主
義
」、3
．「
進
歩
主
義
」、4
．「
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
」
で
あ
る（
15
）。

そ
し
て
、
そ
の
近
代
精
神
は
19
世
紀
末
の
「
狭
義
の
近
代
」（
16
）の
始
ま

り
と
と
も
に
、
一
般
的
な
無
意
味
性
の
根
本
経
験
を
も
た
ら
し
た
と
い

え
る
。

近
代
精
神
の
歴
史
的
発
展
に
つ
れ
て
、
一
切
の
存
在
す
る
も
の
は
、

存
在
論
的
に
統
合
さ
れ
、
均
質
な
「
事
実
」
的
世
界
と
し
て
、
目
的
論

的
な
も
の
を
排
し
た
自
然
法
則
の
体
系
、
主
体
を
排
し
た
客
観
的
総
体

と
し
て
現
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
事
実
的
世
界
は
そ

れ
自
体
と
し
て
、
技
術
的
支
配
、
科
学
的
計
算
、
経
済
的
管
理
、
の
対

象
に
な
り
得
る
が
、
そ
れ
以
外
に
は
、
共
有
で
き
る
い
か
な
る
意
味
も
、

も
は
や
な
い
。
や
が
て
人
間
は
、
こ
の
合
理
化
さ
れ
た
、
機
械
化
さ
れ

た
世
界
と
の
生
き
た
繋
が
り
を
失
い
、
事
実
的
世
界
に
完
全
に
内
在
化

し
、
事
実
の
中
の
事
実
と
し
て
、
自
ら
を
体
験
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の

で
あ
る
。
即
ち
、
近
代
に
お
い
て
神
や
人
間
の
主
体
性
の
立
場
が
失
わ

れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
西
谷
は
そ
の
考
察
に
と
ど
ま
ら
ず
、『
宗
教
と
は
何
か
』

の
重
要
な
一
節
で
、
こ
の
よ
う
な
近
代
の
問
題
を
キ
リ
ス
ト
教
に
系
譜

付
け
し
よ
う
と
し
て
い
る（
17
）。
西
谷
は
こ
う
書
い
て
い
る
。
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歴
史
的
に
い
っ
て
此
等
の
問
題
と
直
接
に
関
係
し
て
い
る
の
は
キ

リ
ス
ト
教
で
あ
る
。
キ
リ
ス
ト
教
は
科
学
の
母
胎
で
も
あ
り
対
抗

者
と
も
な
っ
て
来
た
。
無
神
論
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
る
。
近
世

以
来
の
い
ろ
い
ろ
な
無
神
論
は
キ
リ
ス
ト
教
を
離
れ
て
は
考
え
ら

れ
な
い
。
そ
れ
を
支
配
し
て
い
る
自
然
必
然
的
な
法
則
の
観
念
、

社
会
正
義
の
観
念
な
ど
の
背
後
に
は
、
キ
リ
ス
ト
教
か
ら
由
来
す

る
系
譜
が
潜
ん
で
い
る
。（
18
）

こ
の
よ
う
に
西
谷
は
、
キ
リ
ス
ト
教
神
学
を
仏
教
的
空
の
立
場
か
ら

解
釈
し
よ
う
と
す
る
の
み
な
ら
ず
、
同
時
に
キ
リ
ス
ト
教
を
歴
史
的
問

題
と
し
て
明
示
的
に
取
り
上
げ
て
い
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
近
代

が
キ
リ
ス
ト
教
に
由
来
す
る
系
譜
を
も
つ
と
す
れ
ば
、
近
代
精
神
を
問

題
に
す
る
者
は
常
に
そ
の
前
提
と
し
て
の
キ
リ
ス
ト
教
を
も
含
意
的
に

問
題
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
逆
に
キ
リ
ス
ト
教
神
学
と
根
源
的
に
向

き
合
う
者
だ
け
が
近
代
精
神
の
根
源
を
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、「
キ
リ
ス
ト
教
」
と
は
、
特
定
の
信

仰
体
系
を
指
す
だ
け
で
な
く
、
歴
史
的
に
神
学
的
前
提
か
ら
生
ま
れ
、

そ
の
上
に
成
り
立
っ
て
い
る
す
べ
て
の
文
化
的
、
法
的
、
政
治
的
結
果

を
指
す
の
で
あ
る（
19
）。 

さ
ら
に
西
谷
は
、
キ
リ
ス
ト
教
の
根
本
的
な
両
義
性
を
明
確
に
認
識

し
て
い
る
点
に
お
い
て
、
京
都
学
派
の
思
想
家
の
な
か
で
際
立
っ
て
い

る
。『
宗
教
と
は
何
か
』
の
別
の
箇
所
で
、
西
谷
は
こ
う
問
い
か
け
て

い
る
。「
近
代
的
人
間
の
立
場
が
キ
リ
ス
ト
教
か
ら
の
乖
離
と
い
う
方

向
を
進
ん
で
来
た
と
い
う
こ
と
は
、
一
体
キ
リ
ス
ト
教
の
ど
う
い
う
点

に
問
題
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
か
。」（
20
） 

こ
の
問
い
は
、
つ
ま
る

と
こ
ろ
、
キ
リ
ス
ト
教
の
構
造
そ
の
も
の
が
、
自
ら
の
滅
亡
の
種
を
抱

え
込
ん
で
い
る
と
い
う
、
キ
リ
ス
ト
教
が
常
に
孕
ん
で
い
る
問
題
を
指

し
て
い
る
の
で
あ
る
。
西
谷
は
こ
う
し
て
、
キ
リ
ス
ト
教
の
核
心
を
問

題
に
し
て
い
る
。
そ
の
核
心
的
問
題
が
、
近
代
の
系
譜
的
な
由
来
で
あ

る
と
同
時
に
、
近
代
特
有
の
苦
悩
に
変
装
し
て
、
抑
圧
さ
れ
、
隠
さ
れ

続
け
て
い
る
キ
リ
ス
ト
教
の
現
実
な
の
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
近

代
精
神
と
そ
れ
特
有
の
病
は
、
キ
リ
ス
ト
教
神
学
の
末
期
症
状
と
し
て

現
れ
て
い
る
の
で
あ
る（
21
）。
つ
ま
り
西
谷
が
指
し
示
し
て
い
る
キ
リ

ス
ト
教
の
根
底
に
潜
ん
で
い
る
問
題
が
、
近
代
人
の
歩
ん
だ
方
向
の
歴

史
的
原
因
と
し
て
明
確
に
認
識
さ
れ
な
い
限
り
、
近
代
精
神
は
無
意
識

的
な
キ
リ
ス
ト
教
と
し
て
、
自
ら
が
担
保
で
き
な
い
神
学
的
前
提
の
上

に
立
ち
止
ま
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

Slavoj Žižek 

の
言
葉
を
借
り
れ
ば
、
そ
れ
は
「
キ
リ
ス
ト
教
の
暗

黒
の
核
」
で
あ
る
と
も
い
え
る（
22
）。Žižek

は
こ
の
「
暗
黒
の
核
」
を

キ
リ
ス
ト
の
十
字
架
上
の
死
と
明
確
に
結
び
つ
け
、
キ
リ
ス
ト
教
の
弁

証
家G

. K
. C

hesterton

の
言
葉
を
次
の
よ
う
に
引
用
し
て
い
る
。

世
界
が
震
え
、
天
か
ら
太
陽
が
消
え
た
と
き
、
そ
れ
は
十
字
架
に

つ
け
ら
れ
た
と
き
で
は
な
く
、
十
字
架
か
ら
の
叫
び
、
す
な
わ
ち
、

神
が
神
か
ら
見
放
さ
れ
た
こ
と
を
告
白
す
る
叫
び
で
あ
っ
た
。﹇
中

略
﹈
神
が
一
瞬
、
無
神
論
者
で
あ
る
か
の
よ
う
に
見
え
た
宗
教
は

た
だ
一
つ
だ
。（
23
）

Žižek
はC

hesterton

に
言
及
し
、
さ
ら
に
引
用
し
て
い
る
。
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人
間
の
神
か
ら
の
孤
立
と
神
と
神
自
身
か
ら
の
孤
立
が
重
な
る
か

ら
こ
そ
、「
キ
リ
ス
ト
教
は
ひ
ど
く
革
命
的
で
あ
る
。「
中
略
」
キ

リ
ス
ト
教
は
、
地
上
で
唯
一
、
全
能
が
神
を
不
完
全
な
も
の
に
し

て
い
る
と
感
じ
て
き
た
宗
教
で
あ
る
。
キ
リ
ス
ト
教
だ
け
が
、
神

が
完
全
に
神
で
あ
る
た
め
に
は
、
王
で
あ
る
と
同
時
に
反
逆
者
で

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
感
じ
て
き
た
。」（
24
）

こ
の
ケ
ノ
ー
シ
ス
の
「
ひ
ど
く
革
命
的
な
」
要
素
の
歴
史
的
意
義
に

つ
い
て
、
最
も
明
晰
な
記
述
の
一
つ
が
、H

egel

の
宗
教
哲
学
講
義
の

次
の
箇
所
で
あ
る
。

こ
の
死
に
お
い
て
ま
ず
初
め
に
一
つ
の
特
殊
的
な
規
定
、
す
な
わ

ち
こ
の
死
の
外
的
論
争
的
側
面
が
目
立
っ
て
く
る
。
そ
こ
で
は
単

に
自
然
意
志
の
放
棄
と
い
う
こ
と
が
直
観
に
持
ち
き
た
さ
れ
て
い

る
の
み
な
ら
ず
、
自
然
的
意
志
が
向
か
い
う
る
あ
ら
ゆ
る
固
有
性
、

あ
ら
ゆ
る
関
心
と
目
的
、
世
界
に
お
け
る
あ
ら
ゆ
る
偉
大
な
も
の

や
あ
ら
ゆ
る
価
値
あ
る
も
の
は
、
そ
れ
と
と
も
に
精
神
の
墓
の
中

に
埋
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
世
界
に
或
る
全
く
異
な
っ
た
形
態

を
与
え
る
革
命
的
な
要
素
で
あ
る
。﹇
省
略
﹈
十
字
架
は
変
貌
せ

ら
れ
、
通
常
の
観
念
で
は
最
も
下
劣
な
も
の
、
国
家
が
貶へ

ん

黜ち
ゅ
つす
べ

し
と
決
定
し
た
も
の
が
最
高
の
も
の
に
逆
転
せ
ら
れ
て
い
る
。
死

は
自
然
的
な
も
の
で
あ
り
、
人
間
は
誰
で
も
死
な
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
し
か
し
貶
黜
が
最
高
の
栄
誉
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か

ら
、
人
間
的
共
同
生
活
の
あ
ら
ゆ
る
紐
帯
は
そ
の
根
底
に
お
い
て

反
撃
せ
ら
れ
、
震
撼
せ
ら
れ
、
解
消
せ
ら
れ
て
い
る
。
十
字
架
が

旗
印
に
高
め
ら
れ
、
し
か
も
こ
の
旗
印
の
積
極
的
な
内
容
が
同
時

に
神
の
国
で
あ
る
以
上
、
内
的
な
心
術
は
そ
の
最
深
の
底
に
お
い

て
市
民
的
並
び
に
国
家
的
生
活
か
ら
引
き
離
さ
れ
、
そ
う
し
た
実

体
的
生
活
の
実
態
的
基
礎
は
奪
い
去
ら
れ
て
、
全
組
織
は
も
は
や

何
ら
現
実
性
を
も
た
ず
、
む
し
ろ
ま
も
な
く
凄
ま
じ
い
音
を
立
て

て
崩
壊
し
、
そ
し
て
そ
れ
が
も
は
や
即
自
的
な
存
在
を
も
た
な
い

こ
と
を
そ
の
現
存
在
に
お
い
て
も
明
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
よ

う
な
一
つ
の
空
虚
な
現
象
と
な
る
。

こ
の
よ
う
な
背
景
か
ら
西
谷
の
問
い
に
戻
る
と
、
ま
さ
に
キ
リ
ス
ト

教
の
こ
の
ケ
ノ
ー
シ
ス
的
衝
動
が
、
キ
リ
ス
ト
教
が
常
に
孕
ん
で
い
る

問
題
と
し
て
、「
キ
リ
ス
ト
教
か
ら
の
乖
離
と
い
う
方
向
」
へ
と
導
く

の
で
あ
る
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い（
25
）。
即
ち
、
十
字
架
の
愛
が

孕
ん
で
い
る
特
殊
な
自
己
否
定
性
に
よ
っ
て
、
や
が
て
キ
リ
ス
ト
教
文

明
自
体
に
お
け
る
「
人
間
的
共
同
生
活
の
あ
ら
ゆ
る
紐
帯
」
が
「
根
底

に
お
い
て
反
撃
さ
れ
、
震
憾
せ
ら
れ
、
解
消
せ
ら
れ
た
」
の
で
あ
る（
26
）。

こ
の
歴
史
的
衝
動
は
キ
リ
ス
ト
教
の
核
心
に
あ
る
か
ら
こ
そ
、
京
都
学

派
は
特
に
ケ
ノ
ー
シ
ス
と
い
う
概
念
に
お
い
て
キ
リ
ス
ト
教
と
対
決
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る（
27
）。

4
．
西
谷
に
お
け
る
十
字
架

こ
の
最
終
節
で
は
、
京
都
学
派
の
解
釈
戦
略
が
ケ
ノ
ー
シ
ス
と
い
う

概
念
を
ど
の
よ
う
に
変
更
し
、
そ
の
変
更
が
何
を
目
指
し
て
い
る
の
か

に
つ
い
て
、
も
う
少
し
具
体
的
に
検
討
し
た
い
。
そ
の
た
め
に
、
西
谷

の
キ
リ
ス
ト
教
の
十
字
架
を
め
ぐ
る
初
期
の
考
察
を
取
り
上
げ
た
い
。
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西
谷
は1927

年
に
刊
行
さ
れ
た
『
禮
拝
的
信
仰
』
と
い
う
短
い
論
稿

の
中
で
、
キ
リ
ス
ト
自
身
と
「
キ
リ
ス
ト
教
」
信
者
を
対
比
さ
せ
て
い

る（
28
）。
キ
リ
ス
ト
自
身
の
体
験
と
、
キ
リ
ス
ト
を
崇
拝
し
模
倣
す
る

者
た
ち
の
体
験
。
西
谷
に
と
っ
て
、
こ
の
対
比
は
、
キ
リ
ス
ト
の
十
字

架
上
の
死
と
、
特
に
彼
の
見
捨
て
ら
れ
た
叫
び
を
考
え
る
と
き
、
絶
対

的
な
対
立
と
な
る
。「
神
よ
、
神
よ
、
な
ぜ
私
を
見
捨
て
ら
れ
た
の
で

す
か
」（M

t.27,46, B
arbaro

訳
）
と
い
う
表
現
は
、西
谷
に
と
っ
て
「
征

服
さ
る
べ
き
も
の
を
征
服
す
る
」
と
い
う
試
み
の
中
で
の
極
限
の
苦
し

み
の
経
験
を
意
味
す
る（
29
）。
し
か
し
、キ
リ
ス
ト
教
信
者
に
と
っ
て
は
、

こ
の
受
難
は
返
っ
て
喜
び
の
場
と
な
っ
た
。
キ
リ
ス
ト
と
そ
の
体
験
は
、

私
た
ち
の
代
わ
り
に
、
私
た
ち
の
た
め
に
苦
し
ん
で
く
だ
さ
っ
た
代
理

の
犠
牲
者
と
な
っ
た
の
だ
。
キ
リ
ス
ト
は
私
た
ち
の
苦
し
み
を
救
い
の

手
段
に
変
え
て
く
だ
さ
っ
た
の
だ
、
と
。
西
谷
曰
く
「
基
督
は
人
間
の

う
ち
の
征
服
さ
る
べ
き
も
の
を
征
服
せ
ん
と
努
力
し
た
。
基
督
信
仰
者

は
そ
の
努
力
の
代
り
に
、
征
服
を
完
成
し
た
基
督
の
幻
像
を
作
っ
て
そ

れ
を
信
仰
し
た
。」（
30
）

キ
リ
ス
ト
の
受
難
を
最
も
完
璧
に
模
倣
す
る
は
ず
の
キ
リ
ス
ト
教
の

殉
教
者
で
さ
え
、
彼
ら
の
体
験
と
模
倣
の
対
象
で
あ
る
キ
リ
ス
ト
自
身

の
体
験
と
の
間
に
乗
り
越
え
る
こ
と
の
で
き
な
い
隔
た
り
が
あ
る
こ
と

を
、
西
谷
は
指
摘
し
て
い
る
。
キ
リ
ス
ト
教
の
殉
教
者
で
あ
っ
て
も
、

そ
の
苦
し
み
の
贖
罪
的
価
値
を
信
じ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
苦
し
み
の
中

に
喜
び
の
源
泉
を
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
キ
リ
ス
ト
が

十
字
架
上
で
経
験
し
た
「
不
安
」
と
「
孤
独
」
の
究
極
的
な
体
験
は
、「
見

捨
て
ら
れ
た
」
と
い
う
叫
び
の
な
か
に
表
現
さ
れ
て
い
る
。
だ
か
ら
こ

そ
西
谷
曰
く
、「
彼
等
の
模
倣
し
た
基
督
の
懊
悩
に
は
喜
び
の
一
分
子

も
な
か
っ
た
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。」（
31
）

し
た
が
っ
て
西
谷
は
、
キ
リ
ス
ト
の
崇
拝
は
、
必
然
的
に
模
倣
の
失

敗
で
あ
る
と
主
張
し
て
い
る
。
上
述
の
議
論
と
関
連
づ
け
る
な
ら
ば
、

西
谷
は
要
す
る
に
、
キ
リ
ス
ト
の
十
字
架
を
「
旗
印
」（H

egel

）
と
す

る
こ
と
は
、
キ
リ
ス
ト
の
真
の
経
験
に
対
す
る
「
歪
曲
」（
32
）で
あ
る
、

と
言
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。「
そ
し
て
基
督
教
の
教
会
王
国
と
そ
の
神

学
体
系
の
尨
大
な
る
建
築
は
、 

か
か
る
歪
曲
の
基
礎
の
上
に
立
っ
て
い

る
の
で
あ
る
。」（
33
）

つ
ま
り
、
西
谷
の
立
場
か
ら
見
て
、
キ
リ
ス
ト
の
行
為
と
そ
の
任
意

の
「
ケ
ノ
ー
シ
ス
」
的
受
難
を
模
倣
す
る
こ
と
自
体
は
間
違
い
で
は
な

く
、
ケ
ノ
ー
シ
ス
は
「
征
服
さ
る
べ
き
も
の
を
征
服
す
る
」
試
み
と
し

て
む
し
ろ
肯
定
す
べ
き
な
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
同
時
に
、
神

と
キ
リ
ス
ト
の
十
字
架
上
の
受
難
と
死
を
崇
拝
の
対
象
と
し
て
否
定
す

る
こ
と
で
も
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
れ
は
即
ち
、
よ
り
根
本
的
な
空
の

体
験
に
立
脚
し
た
、
よ
り
完
全
な
キ
リ
ス
ト
の
模
倣
を
可
能
に
す
る
こ

と
な
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
京
都
学
派
の
ケ
ノ
ー
シ
ス
主
義
が
、

十
字
架
上
の
神
の
自
己
無
化
を
、
神
の
本
質
の
根
源
的
な
自
己
否
定
と

し
て
徹
底
さ
せ
る
こ
と
で
、
ま
さ
に
目
指
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
と
、

筆
者
は
主
張
し
た
い
。

こ
の
よ
う
に
し
て
、
西
谷
の
系
譜
学
的
ア
プ
ロ
ー
チ
が
、
京
都
学
派

の
解
釈
戦
略
を
、
神
学
論
争
や
神
概
念
に
関
す
る
思
弁
と
は
異
な
る
次

元
に
位
置
づ
け
る
こ
と
を
可
能
に
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
の
観

点
か
ら
み
て
、
日
本
の
ケ
ノ
ー
シ
ス
主
義
は
、
正
統
な
神
概
念
に
対
し

て
、
単
に
そ
の
内
容
の
レ
ベ
ル
に
お
い
て
だ
け
で
は
な
く
、
そ
れ
が
も

た
ら
す
歴
史
的
結
果
の
レ
ベ
ル
に
お
い
て
、
論
争
し
て
い
る
こ
と
が
わ
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か
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
は
極
め
て
実
践
的
な
思
想
で
も
あ
り
、
神

の
本
質
に
関
す
る
抽
象
的
な
憶
測
だ
け
で
は
な
い
。

そ
れ
ゆ
え
に
、
京
都
学
派
の
ケ
ノ
ー
シ
ス
主
義
の
本
当
の
意
義
は
、

神
学
的
真
偽
だ
け
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
キ
リ
ス
ト
教
の
歴
史

的
現
実
に
対
し
て
の
仏
教
的
救
済
策
あ
る
い
は
劇
薬
と
し
て
、
つ
ま
り

「
方
便
」（
34
）と
し
て
の
戦
略
的
介
入
の
有
効
性
に
あ
る
と
主
張
し
た
い
。

即
ち
、
京
都
学
派
は
、
キ
リ
ス
ト
教
の
概
念
か
ら
出
発
し
て
、
仏
教
の

「
無
」
あ
る
い
は
「
空
」
の
経
験
に
い
か
に
到
達
で
き
る
か
を
示
し
て

い
る
。
そ
れ
は
、
神
学
の
言
説
内
容
に
お
け
る
根
本
的
な
「
空
」
を
示

す
こ
と
を
通
し
て
、
神
学
の
言
説
主
体
に
根
本
的
な
「
空
」
を
体
験
さ

せ
よ
う
と
す
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
こ
の
立
場
か
ら
み
て
、
京
都
学
派

の
ケ
ノ
ー
シ
ス
論
は
「
神
学
か
ら
の
脱
出
の
神
学
」
で
あ
る
と
も
い
え

る（
35
）。
逆
説
的
で
は
あ
る
が
、
上
記
の
西
谷
の
視
点
か
ら
見
れ
ば
、

こ
の
こ
と
は
同
時
に
、
キ
リ
ス
ト
自
身
と
の
関
係
を
最
も
忠
実
な
も
の

に
す
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
西
谷
曰
く
「
実
際
基
督
が
再
臨
し
た
な
ら
ば
、

そ
の
手
に
よ
っ
て
先
ず
破
壊
さ
る
べ
き
も
の
は
基
督
教
で
は
な
い
で
あ

ろ
う
か
。」（
36
）

5
．
終
わ
り
に

日
本
は
仏
教
と
キ
リ
ス
ト
教
の
世
界
史
的
な
対
立
の
舞
台
と
な
り
、

ほ
ぼ
3
世
紀
に
わ
た
っ
て
キ
リ
ス
ト
教
を
政
治
的
に
内
地
か
ら
追
放
す

る
こ
と
が
で
き
た
。
し
か
し
、
開
国
後
の
「
西
洋
」
の
回
帰
に
よ
り
、

キ
リ
ス
ト
教
は
装
い
を
変
え
て
戻
っ
て
き
た
。
そ
れ
は
、
近
代
無
神
論

文
明
と
そ
の
い
わ
ゆ
る
「
産
業
的
愛
」（
37
）あ
る
い
は
「
産
業
的
メ
シ

ア
ニ
ズ
ム
」（
38
）（Pierre Legendre

）
と
い
う
形
で
、
無
意
識
的
な
キ

リ
ス
ト
教
と
し
て
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
京
都
学
派
の
思
想
の
中
で
、

宗
教
間
の
対
立
は
や
が
て
最
高
潮
に
達
し
た
。

西
谷
の
系
譜
学
的
考
察
に
よ
っ
て
、
京
都
学
派
の
キ
リ
ス
ト
教
論
で

問
題
と
な
る
の
は
「
西
洋
」
近
代
の
文
化
的
母
胎
と
そ
の
政
治
神
学
的

枠
組
み
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
。
し
た
が
っ
て
、「
近
代
の

超
克
」
と
い
う
悪
名
高
い
試
み
は
、
よ
り
深
い
次
元
で
「
キ
リ
ス
ト
教

の
超
克
」
の
試
み
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ（
39
）。

そ
こ
か
ら
、
西
谷
啓
治
の
思
想
が
我
々
に
突
き
つ
け
て
く
る
い
く
つ

か
の
課
題
が
挙
げ
ら
れ
る
。
第
一
に
、
宗
教
一
般
を
近
代
問
題
の
最
も

根
源
的
次
元
と
し
て
認
識
す
る
と
い
う
課
題
で
あ
る
。
西
谷
の「
自
覚
」

や
「
宗
教
的
要
求
」
に
つ
い
て
の
言
説
が
、
個
人
の
実
存
的
体
験
に
と

ど
ま
ら
な
い
歴
史
的
意
義
を
持
つ
の
は
、
そ
れ
ゆ
え
で
あ
る
。
第
二
に
、

近
代
精
神
の
系
譜
的
根
源
を
な
す
も
の
と
し
て
、
キ
リ
ス
ト
教
、
特
に

キ
リ
ス
ト
教
の
ケ
ノ
ー
シ
ス
論
を
明
確
に
把
握
す
る
と
い
う
課
題
で
あ
る
。

そ
の
よ
う
に
し
て
初
め
て
、
京
都
学
派
の
キ
リ
ス
ト
教
解
釈
の
戦
略

的
性
格
と
歴
史
的
意
義
が
、
近
代
世
界
の
荒
廃
し
た
心
と
な
っ
た
キ
リ

ス
ト
教
の
心
を
「
無
心
」
に
導
こ
う
と
す
る
志
と
し
て
顕
に
な
る
の
で

あ
る
。

※
本
研
究
はJSPS

科
研
費JP22J15964

の
助
成
を
受
け
た
も
の
で
す
。
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史
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家Ernst Percy Schram
m

が
「Im

itatio Im
perii

」（Schram
m

 1947

参
照
）
と
呼
ん
だ
も
の
で
、「
西
洋
」、
ひ
い
て
は
近
代
の
「
管
理
者

の
帝
国
」（Legendre 2007

参
照
）の
機
関
基
盤
と
し
て
帝
国
カ
ト
リ
ッ

ク
主
義
の
台
頭
が
始
ま
る
。 

（
20
） N

K
C

 10, 43. 

（
21
） 

し
た
が
っ
て
、
西
谷
が
示
し
た
近
代
の
諸
相
（
唯
物
論
、
合
理
主
義
、

進
歩
主
義
、
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
）
ご
と
に
、
そ
れ
に
対
応
す
る
キ
リ
ス
ト

教
神
学
に
お
け
る
原
点
を
詳
細
に
追
跡
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
ろ
う
。

こ
こ
で
は
、
こ
れ
ら
の
側
面
に
つ
い
て
、
い
く
つ
か
の
簡
単
な
指
摘

を
す
る
に
と
ど
め
る
。
第
一
に
、
近
代
の
唯
物
論
と
そ
れ
に
対
応
す

る
科
学
的
合
理
主
義
の
発
展
は
、受
肉
の
神
学
が
地
球
と
「
月
下
界
の
」

物
質
を
数
学
的
考
察
の
対
象
と
し
て
の
恒
星
の
位
に
ま
で
高
め
、
そ

れ
に
よ
っ
てA

ristoteles

の
宇
宙
論
を
創
造
の
均
質
な
宇
宙
へ
転
換
さ

せ
る
こ
と
な
し
に
は
考
え
ら
れ
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。
こ
の
点
に
つ
い

て
は
、K

ojève 2021 

を
参
照
。
第
二
に
、
進
歩
主
義
に
つ
い
て
は
、

K
arl Löw

ith

とJacob Taubes

の
古
典
的
な
研
究
を
挙
げ
た
い
。
彼

ら
は
、
近
代
の
「
進
歩
」
の
概
念
が
、
キ
リ
ス
ト
教
の
救
済
史
の
概

念
に
由
来
す
る
こ
と
を
、
反
論
の
余
地
な
く
証
明
し
て
い
る
（Löw

ith 
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1949

お
よ
びTaubes 2009

を
参
照
）。
第
三
に
、以
下
に
示
す
よ
う
に
、

ニ
ヒ
リ
ズ
ム
に
関
し
て
は
、N

ietzsche

に
よ
る
キ
リ
ス
ト
教
道
徳
の

自
己
破
壊
に
関
す
る
有
名
な
文
章
を
参
照
し
な
く
と
も
、
十
字
架
の

神
学
と
キ
リ
ス
ト
教
の
ケ
ノ
ー
シ
ス
的
衝
動
に
明
確
な
系
譜
を
見
出

す
こ
と
が
で
き
る
。 

（
22
） 

そ
れ
は
キ
リ
ス
ト
教
の
根
底
に
潜
ん
で
い
るLacan

的
精
神
分
析
的

な
意
味
で
の
「
ト
ラ
ウ
マ
的
現
実
」
で
あ
る
と
も
い
え
る
、Žižek 

2003,14 f.

﹇
筆
者
訳
﹈  

（
23
） Žižek 

同
書
、
同
頁
。﹇
筆
者
訳
﹈ 

（
24
） Žižek 

同
書
、
同
頁
。C

hesterton

か
ら
の
引
用
はC

hesterton 1995, 
145 ﹇

筆
者
訳
﹈。

（
25
） H

egel 1995, 124 f. N
ietzsche

も
ま
た
、
キ
リ
ス
ト
教
に
内
在
す
る

こ
の
革
命
的
な
原
動
力
を
は
っ
き
り
と
見
抜
い
て
い
た
。
彼
に
と
っ

て
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
と
は
、
つ
ま
る
と
こ
ろ
、
こ
の
革

命
的
な
ケ
ノ
ー
シ
ス
的
衝
動
の
結
果
と
し
て
の
キ
リ
ス
ト
教
道
徳
の

自
己
破
壊
で
あ
っ
た
。
西
谷
は
、
同
じ
よ
う
な
思
想
系
統
に
自
ら
を

位
置
づ
け
て
い
る
。
し
か
し
、「
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
を
通
し
て
の
ニ
ヒ
リ
ズ

ム
の
超
克
」（N

K
C

 20. 192

）
と
い
う
西
谷
の
試
み
は
、
ニ
ヒ
リ
ズ
ム

の
「
自
己
超
克
」
と
い
う
よ
り
も
、
キ
リ
ス
ト
教
的
愛
の
ニ
ヒ
リ
ズ

ム
を
仏
教
的
慈
悲
の
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
を
通
し
て
超
克
し
、
最
終
的
に
両

者
を
超
え
た
立
場
で
あ
る
根
本
的
「
空
」（śhūnyatā

）
に
導
こ
う
と

す
る
試
み
と
し
て
捉
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
主
張
し
た
い
。
西

谷
は
、
特
にM

eister Eckhart

解
釈
に
お
い
て
、
こ
の
神
の
愛
を
超
克

す
る
必
要
性
に
明
確
に
触
れ
て
い
る
（N

K
C

 7,12 ff. 

参
照
）。 

（
26
） 

吉
満
義
彦
曰
く
「
近
世
精
神
は
単
純
に
中
世
精
神
の
否
定
と
し
て
対

立
す
る
と
い
う
よ
り
は
、
中
世
世
界
の
精
神
的
自
己
分
裂
の
結
果
と

し
て
、
そ
こ
か
ら
出
発
し
た
」
河
上
・
竹
内
他1979,69

参
照
。
近
年
、

キ
リ
ス
ト
教
が
「
宗
教
か
ら
の
脱
出
の
宗
教
」« la religion de la sor-

tie de la religion »

と
呼
ば
れ
た
の
も
、
そ
れ
ゆ
え
で
あ
る
。G

auchet 
1985,11

やN
ancy 2005, 203 ff.

参
照
。 

（
27
） 

し
た
が
っ
て
、
最
終
的
に
対
決
す
べ
き
は
「
メ
シ
ア
ニ
ズ
ム
と
ニ
ヒ

リ
ズ
ム
の
同
義
性
」（A

gam
ben 1999, 171

﹇
筆
者
訳
﹈
又
はN

ancy 
2005, 203 ff.

）
で
あ
る
。
神
の
「
経け

い

綸り
ん

」
あ
る
い
は
「
経
済
」
の
論

理
的
な
「
形
式
」
と
し
て
の
三
位
一
体
と
、
そ
の
「
内
容
」
と
し
て

の
絶
対
的
愛
の
メ
シ
ア
的
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
、
即
ち
神
聖
な
「
ひ
ど
く
革

命
的
な
」
熱
情
の
器
と
し
て
の
「
帝
国
教
会
」（
脚
注
19
を
参
照
）
で

あ
る
。 

（
28
） N

K
C

 2, 163 ff.

参
照
。 

（
29
） 

同
書
、166

。 

（
30
） 

同
書
、
同
頁
。 

（
31
） 

同
書
、164

。 

（
32
） 

同
書
、165

。 

（
33
） 

同
書
、
同
頁
。 

（
34
） 

仏
教
語
。「
方
法
。
て
だ
て
。
巧
み
な
て
だ
て
。
便
宜
な
手
段
。﹇
中

略
﹈
す
ぐ
れ
た
教
化
方
法
（﹇S

﹈upāya-kauśalya

の
訳
語
）
と
し
て

も
用
い
ら
れ
る
。
真
実
に
裏
づ
け
ら
れ
、
ま
た
真
実
の
世
界
へ
導
く

て
だ
て
。
衆
生
利
益
の
た
め
の
手
段
。」（「
方
便
」。
中
村
元
。『
広
説

佛
教
語
大
辞
典
』．
縮
刷
版
。
東
京
書
籍
、2010, p. 1517

を
参
照
。） 

（
35
） 

キ
リ
ス
ト
教
が
「
宗
教
か
ら
の
脱
出
の
宗
教
」« la religion de la 

sortie de la religion »

で
あ
る
と
い
う
よ
う
にM

arcel G
auchet, 

G
auchet 1985, 

12
又
は
脚
注
26
参
照
。 

（
36
） N

K
C

 2, 166

。 

（
37
） Legendre 1976,45 

（
38
） Legendre 2007, 53. 
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（
39
） 1942

年
の
同
名
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
、『
近
代
の
超
克
』
河
上
・
竹
内

他1979

を
参
照
。
神
学
者
吉
満
義
彦
曰
く
「
精
神
史
の
問
題
を
瞑
想

す
る
者
に
取
っ
て
、
キ
リ
ス
ト
教
は
過
去
の
中
世
の
問
題
で
は
な
く
、

今
日
の
否
な
明
日
の
最
具
体
的
な
世
界
史
的
現
実
の
問
題
と
な
っ
て

く
る
」
同
書
、
68
。 


