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ア
ウ
グ

ス
テ
ィ
ヌ
ス
に
お

け

る
罪

の
形

(
　

)
に

つ
い
て

上

野

正

二

序

……

意

志

の
自
由

決
定

が
我

々
の
悪

を

な
す
原

因

で
あ

る
。

*

た

し
か

に
、
罪

は
自

ら

の
意

志

に
よ

っ
て
な
す
悪

で
あ

る
と

い
う
諒

解

の
も

と

に
、
責

任

・
負

目

(
　

)
と

い
う

心

の
重
圧

が
生

じ

て
く

る

で
あ

ろ
う
。

だ
が

こ

こ
か
ら

し

て
、
人

間

の
意

志

が
も

し

、
さ

ら

に

そ
の
深
部

に
お

い

て
、
自
己

と
も

い

い
…難

い
或

る
力

に
よ

っ
て
或

る
方
向

へ

と
決
定

さ

れ

て
し
ま
う

ほ
ど

に
束

縛

さ
れ

て

い
る
と

す

る
な
ら

ば

、

ア
ウ
グ

ス
テ

ィ

ヌ
ス
が

マ
ニ
教

の
教

え

の
う
ち

に
あ

っ
た
頃
主

張

し

た
如
く

おに
、
責
任

と
し

て
還

っ
て
く

る
重
圧

が
我

々
の
心

を
苦

し

め

る
と

い
う

こ
と

は
無

い
と

い
う

こ
と

に
な
る

で
あ

ろ
う

か
。

と

こ
ろ

が
そ

の

ア
ウ
グ

ゆ

ス
テ
ィ

ヌ

ス
は
同

じ

『
告

白
』

に
お

い
て
、

一
面

で

は
、
自

己

の
心

の
奥

に
お

け
る
罪

へ
と
向

う
傾
向

性

を
語

り
な
が

ら
、
他

面

に
お

い
て
、
そ

ゆ

ま

れ

に
も

か

か
わ
ら
ず

、

(神

へ
の
限

り

な

い
讃

美

と

共

に
で
は

あ

る
が

)
罪

の
苦

し

み
を
記

し

て

い
る

。
冒
頭

の
句

が

こ

こ

で
も

有
効

で
あ

る

と

す

る
な
ら

ば

、
少

く

と
も
罪

の
問
題

に
関

し

て
は
、

自
由

意
志

と

い
う
語

は
何

か
通
常

の
用
法

と

は
異

っ
た
使

用
が

な
さ

れ

て

い
る

こ
と

を
予
想



さ
せ

る

で
あ

ろ
う
。

以
下

に

お

い
て
は
、
先

の
句
が

語
ら

れ
た

の

は

い
か
な

る
意
味

に
お

い

て

で
あ
る

か
と

い
う

こ
と

を
中

心

に
論

じ

て
ゆ
き

た

い
。

そ

の
中

で
第

一
に

は
、
人

間

の

意

志

が

そ

れ

と

の
関

り

に

お

い

て
正

確

に
見

て

と

ら

れ

る
と

こ
ろ

の
神

が
、
も

と

も
と

ア
ウ
グ

ス
テ

ィ

ヌ
ス
に
お

い

て
如

何

な

る
仕

方

で
、
如

何

な

る
も

の
と

し

て
理

解

さ
れ

た
か

が
明

ら

か

に
さ
れ

、
次

い
で
、

そ

の
神

が
人

間

の
行
為

に
お

い
て
如
何

に
関

っ
て

い
る

か
と

い
う

こ
と
が

、
可
能

な
限

り
明
ら

か

に
さ

れ
な

け
れ

ば

な
ら

な

い
。

　↑

ア
ウ
グ

ス
テ

ィ
ヌ

ス
は

『
告
白
』

に

お

い
て
、

か

つ
て

マ

ニ
教

の
教

え

の
下

に
あ

っ
た
時

、
以
下

の
よ
う

な
見
解

を
持

ち

、
罪

の
縄
目

に
よ
ろ

こ
ん

で
縛

ら

れ

て
い
た

と

い
う

。
即

ち

「
そ

の

こ
ろ
ま

だ
私

は
罪

を
犯

す

の
は
自
分

で
は
な

く

、
自

分

の
う
ち

に
存

す

る
何

か
知

ら

ぬ
或

る
別

の

本
性

(
　

)
で
あ

る
と
思

っ
て

い
た
。

そ

し

て
罪

の
責

任

を
ま

ぬ
が

れ

て
い
る

と

い
う

こ
と
が
自

分

の
傲

慢

な
心
を

よ

ろ

こ
ぱ

せ
て

い

ロ惣
」

と
。

そ

し

て
彼

は

、

こ
の
見
解

を
否
定

し
た
時

、
即

ち
ソ
自

分

が
意
志

を
も

っ
て

い
る

こ
と
は
確

か

で
あ
り

、
自
分

が
欲

し

た
り
欲

し

な
か

っ
た
り

す

る
時

そ
う

す

る

の
は
自
分

以
外

の
他

の
も

の

で
は
な

く

、
当

に
自

分
自
身

が

そ

う
す

る

の
だ

と
確

信

し

こ
の
見

解

を
身

に

ひ
き

う
け
た

㈲

時

に

、
神

の
光

の
方

へ
と
近

づ

い
た
と
述

べ

て
い
る
。

と

こ
ろ
が

、
そ

の
彼

は

『告

白
』

第

八
巻

に
お

い
て

は
、
善

く
意

志

す

る

こ
と

は
欲

し

さ

え
す
れ
ば

実

現

す

る

に

も

か

か

わ

ら

ず

そ
の
よ
う

に
欲

し
な

い
と

い
う
自

ら

の
精

神

の
状

態

に
気
付

き
苦

し

み
な
が

ら

、
そ

れ
は
精

神

が
全

体
を

あ
げ

て
意

志

し
な

い
が
故

で
あ

り
、
欲

す

る
自
己

と
そ

れ
を
厭

う
自

己

と
が
争

い
、
心

の
内

で

の
分

裂

が
生

じ

る
が
故

で
あ

る
と

い
い
、
あ

た

か
も
先

の

マ

ニ
教

下

に
あ

っ
た
時

の
見

解
と
同

様
の
、

自

己

の
内

に
あ

る
別

の
本
性

を
容

認

す
る

か

の
よ
う

に

「
だ

か
ら

こ
の
分
裂

を

生
ぜ

し

め

て

い
た

の

は
実

は
私

で
は
な
く

、
も

っ
と
自

由

な
状
態

に
お

い
て
犯

さ

れ
た
罪

の
罰
に

由

来

す

る
、
私

の
内

に
宿

っ
て
い
る
罪
i

即

ち
原
罪

(
　

(筆

者
注
)
1

が

こ

の
分
裂

の
原



の

因

だ

っ
た
」

と

い

"
、
ま

た
他

方

、
別

の
著
作

に
お

い
て
は
、
善

を

行

う
意

志

に
関

し

て

、

こ
の
意
志

を
働

か

せ
る

の
は
も
は

や
自

分

で
は
な

く

、

㈲

神

の
恩
寵

で
あ

る
と
す

る
見
解

が
述

べ
ら
れ

て

い
る
。

こ
の
よ
う

に
自

己

の
内

か

ら
霞

己
を
動

か

す
善

き
も

の
悪

し

き
も

の
が
存

す

る
と

い
う
点

に
着

爾

す
る

と
、
図

式
的

に

い

っ
て
、

ア
ウ
グ

ス
テ

ィ

ヌ

ス
は
先

に
乗

り
越

え
た

は
ず

の

マ
ニ
教

の

そ
れ

に
還

っ
て

い
る

こ
と

に
な

る
よ
う

に
思

わ

れ

る
。
勿
も

、

ア
ウ
グ

ス
テ

ィ
ヌ

ス
は
こ

の
原

罪

を

語

る
箇

処

で
、

マ

ユ
教

説

を
そ

れ
と

し

て
さ

し
示

し
、

こ
れ

を
激

し

く
非
…難

し

て
両

見
解

の
対

立

を
示

し

て

い
る

こ
と

か
ら

し

て
、

ま

た
、
原

罪

、
恩

寵

と

「
自
分

の
う
ち

に
存

す

る
別

の
本

性
」

と
が

そ
れ

ぞ

れ
如

何
な

る
も

の
と
し

て
語

ら
れ

て

い
る
か

が
明
ら

か

で
な

い
の

で
あ
れ
ば

、

図

式
的

異
同

を
論

じ

る
こ
と

は

た
し
か

に
無
意

味

で
あ
ろ

う
。

そ

し

て
こ

の
際

、
そ

れ
ぞ

れ
が
鄭

何

な

る
も

の
と
し

て
語
ら

れ

て

い
る
か
を
示

す

方

途

と
し

て
、

そ
れ

ぞ
れ

の
本
性

を

そ
れ

ぞ
れ

が
語

ら
れ

る

マ

ニ
教

と
カ

ト

リ

ッ
ク
の

キ
リ

ス
ト
教

と

い
う

二

つ
の
体

系

に
帰

し

て

、
そ

れ
ら

の

体

系

が
相
違

す

る
こ
と

か
ら

、

そ
れ

ぞ
れ

の
主
張

す

る
本
性

が
相

違

す

る

と
結
論

す

る

こ
と
も
ー

殊

に

そ
れ
ら
両

体
系

の
何

で
あ

る

か
が
確
定

し

な

い
時

に
あ

っ
て
は
ー

当

然

の
理

由

が
あ

る
と

は
言

い
難

い
で
あ

ろ
う

。

と

い
う

の
は
、

そ

こ

で
は
も

う

一
度

問
題

を
あ

ら

ぬ
方

向

へ
と
拡

げ

る

働

ば

か

り

で
あ

る
か
ら

で
あ

る
。
我

々
は

ア
ウ

グ

ス
テ

ィ

ヌ

ス
の

マ
エ
教

的

思
考

と
後

の
そ
れ

と

の
異

同

を
中
心

に

お

い
て
論

じ
る

こ
と
は

暫

く
お

い

て
、

こ
こ

で
は

「
マ

ニ
教

的
」

思
考

が
鍛

れ
去

り
新

た

な
も

の
が
形

を

な
す

そ

の
と

こ
ろ
を

論
じ

る

こ
と

に
し
た

い
。

そ
う

す

る

こ
と

に
よ

っ

て
、

ア
ウ
グ

ス
テ

ィ
ヌ

ス
に
神
が

い
か
に

そ
の
姿

を
現

わ

し
た

か
ー

そ

の
原
初

的

形
態

と

い
う

べ
き
も

の
…

を
語

り

う

る
と
信

じ

る
が
故

で
あ
る
。

さ
て
、
初
め

に
引

用
し
た
句

に
戻

る
と
、
ア
ウ
グ

ス
テ
ィ
ヌ
ス
は

「
そ
の
こ
ろ
ま
だ

私

は
罪

を
犯

す
の
は
儀
分

で
は
な
く
自
分

の
内

に
存

す

る
何

か
知

ら

ぬ
或

る
別

の
本
性

(
　

)

で
あ
る
と
思

っ
て
い
た
」

と

い
う

。
「そ
の
こ
ろ
」
の
ア
ウ
グ

ス
テ
ィ
ヌ
ス
は
、

マ
ニ
教

の
、
全

て
を
単

に
信

じ

さ

せ

る

だ
け

で
な
く

理
解

さ

せ
る

こ
と
が

で
き

る

と

い
う
主
張

に
対

し

て
は
根

本
的

な
疑

念

を

い
だ
く

に
至

っ
て

い
た
が
、
善

悪

の
問
題

に
関

し

て
は

ぶ　

ゑ

な

お

マ
ニ
教
的

に
考

え

て

い
た
。

ア
ウ
グ

ス
テ
ィ

ヌ

ス
が
捉

え

て

い
た
限

り

で

い
え
ぱ

、

マ
ニ
教

は

二
元

論
を
唱

え

る
。

一
方

は
善

き

も

の
た

る

霊

的

な
も

の
で

あ
り
、
他

方

は
悪

し
き

も

の
た

る
物

質

的

な
も

の

で

あ
る
。

こ
の

二
者

が

人
間

の
内

に
お

い
て

二

つ
の
魂
を

な

し
対

立
蘭

争

す

る
。



人
間

の
中

に
住

ま
う

二

つ
の
魂

は

そ

の
根

元

に

二

つ
の
原

理

(
　

)

を
持

ち

、
彼

が
不
義

を

行

う
時

に
は
悪

し
き
原

理

が
勝

を

お

さ
め

た

か
ら
だ

と
考

え
ら

れ

る
。

　

さ
て
し
か
し
、
「
霊
的

な
も

の
」
「物

体

的

な
も

の
」
と
そ

こ

で
は
言

う

が
、
い
ず

れ

も
当
時

の

ア
ウ
グ

ス
テ

ィ
ヌ

ス
に

は
物
体

の
か

た
ま
り

(
　

　
)
と

し

て
し
か
考

え

る

こ
と
が

で
き

な
か

っ
た

の
で
あ

る
。

そ

れ

は
後

の
彼

の
思
考

法
を

こ
こ

に
適

用

し
て

い
え
ば

、
ま

さ

に
自

然

な

結

果

で
あ

っ
た
。
な

ぜ
な

ら
ば

、
内

に
あ

る
原

理

11

「
自

ら

の
内

に
あ

る
別

の
本

性
」

と

い
う

も

の
を
彼

は
語

る

の
で
あ

る
が
、
本

来

、
本
性

(
　

)

と

か
、

あ

る

い
は
何

か

が
我

々

に
捉

え

ら
れ

て

い
る
と

い
う

の
は

、
そ

れ
自

体

が
予

め
或

る
決
定
的

な
形

を
持

っ
て
お

り
見

る
者

に

ヘ

へ

見

ら

れ

る
と

い
う

の
で
は

な
く

、
或

る
根
源

的

な
仕

方

で

「
或

る
形

相
」

の
把
握

が

見

る
者

に
お

い
て
な
さ

れ
る

と
こ
ろ

で
ま

さ

に
生

成

す

る
も

⑯

の
な

の
で
あ

る
か
ら

で
あ

る
。

そ

の
よ
う

な
積
極

的

な

「
或

る
形
相

」

を
認

め
る

こ
と

の
出
来

な

い
と

こ

ろ
で
は

、
善

で
あ
れ
悪

で
あ
れ
語

る
こ

と

、
考
え

る

こ
と
は

で
き

な

い
。

そ
う

い
う

と

こ
ろ

で
語

り

う

る
も

の

鳳
せ

い
ぜ

い
の
と

こ
ろ
何

ら
か

の
カ
タ

マ
リ
.(
　

)
に
す

ぎ
な

い
の

で

あ

る
。

こ

の
よ

う

に
み

る
な
ら
ば

、

ア
ウ

グ

ス

テ
ィ

ヌ

ス
は

、
自

分

が
不
義

を
行

な
う

と

い
う
よ

り
も
自

分

の
内

に
あ

る
別

の
本

性

が
行

な
う

と

い
う

見
解

に
よ

っ
て
罪

の
責

任
を

ま

ぬ
が

れ

て

い
る
と
思

っ
た
と
言

う

の
だ

が

、
実

は

マ

ニ
教

の
も

と

に
あ

っ
た
当

時

の
彼

に
は
、
罪

の
内

に
あ
り

つ

つ
も
罪

が

な

お
切

実

な
も

の
と

し

て
捉

え

ら
れ

て

い
な

か

っ
た
と

い
う

べ
き

で
あ

ろ
う
。

さ

て
、
自

ら

の
内

に
あ

る
別

の
本
性

と

い

っ
た
も

の
が

「
或

る
形
相
」

の
把
握

に
よ

っ
て
見
ら

れ

て
く

る
と

い
う

こ
と

は
、

そ
れ
自

体

一
つ
の

自
然

(
　

で
あ

る
人
間

の

「
自
己

自
身

」

が

そ
れ

と
し

て
捉

え
ら

れ
る
時

に
も

同
様

に

い
わ

れ
う

る

こ
と

で
あ

ろ
う

。
そ

れ
が
次

に
罪

の

問
題

を

め
ぐ

っ
て
論

じ

ら
れ

ね
ば

な
ら

な

い
。



　二(

ア
ウ
グ

ス
テ
ィ

ヌ

ス
が
罪

の
問

題

に
直

面

し

た
の

は
、

カ
ト

リ

ッ
ク
教

会

の

ア

ン
プ
白

シ
ウ

ス
の
影
響

に
よ

る
と

い
え
よ
う

。
彼

は

ア

ン
ブ

ロ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

シ
ウ

ス
の

「
意
志

の
自
由

決
定

が
我

々
の
悪

を
な

す
原

因

で
あ

る
」

と

い
う

こ
と

ば
を
意

味

あ

る
こ
と

ば

と
し

て
受

け
取

り

、

こ
れ

を
理

解

し
よ

う

と
し

て

い
る
。

そ
し

て
幾

度
も

試

み

て
失

敗

し
な

が
ら

も
言

う
。

「
自

分

が
生

き

て

い
る

と
同

様

、
自

分

が
意

志

し

て

い
る
と

い
う

こ
と
を
私

が
知

っ
て

い
た

こ
の
事
実

(
　

)
が
私

を

あ
な

た

(
11

神
)

の
光

の
方

へ
と

ひ
き

あ
げ

つ
つ
あ

っ
た

。
何

か
を
欲

し

た
り
欲

し
な

か

っ
た
り

す

る
場

合

に
、
欲

し
た

り
欲

し
な
か

っ
た
り
す

る

の
は

ほ

か
な
ら

ぬ
自

分

で
あ

る

こ
と

は
極

め

て
確

実

で
あ

っ
た
し
、
ま
た

そ
こ

に
罪

の
原

因

(
　

a
o

9

9
巴

)
が

あ
る

こ
と

に
次

第

に
気

づ

い

て
い

っ
た

の
だ
」
。
と

は

い
え

、
自

分

の
意

志

に
罪

の
原

因

が

あ
る
と

は
先

の
引
用

で
も

ふ
れ

た

こ
と

だ

が
、

そ
れ

は
必
ず

し
も
自

明

な

こ
と

で
は
な

い
で
あ

ろ
う

。
自

分
自

身

、
あ

る
い
は
自
分

の
意
志

と
は
、
い
ま
少

し
精

確

に
は

如
何

に
し

て
捉

え

ら

れ

る
も

の
で
あ

る
の

か
。
自
分

が
意

志

し

て

い
る

こ
と
を
知

る
と

は
何

か
。
自

己

と

は
そ

れ
自

体

に
よ

っ
て
知
ら

れ

る
も

の
で
あ

る

の
か
。
我

我

は

ア
ウ
グ

ス
テ
ィ

ヌ
ス
が

「
次

第

に
気
付

い
て

ゆ
く
」

過
程

を
追

い
な

が
ら

、

こ
れ
ら

の
問

題
を
検

討

し

て
お

か
ね
ば

な
ら

な

い
で
あ

ろ
う
。

そ
れ

は
し

ば
し
ば

そ

う
言

わ
れ

る

「
ア
ウ

グ

ス
テ

ィ

ヌ

ス
が

マ

ニ
教

の
善

悪

二
元

論

か
ら
解

放

さ
れ

る

の
は

キ
リ

ス
ト
教
的

一
元
論

を

受

け

い
れ

a励

る

こ
と

に
よ
う

て

で
あ

っ
た
」

と

い

っ
た
説

の

い

っ
そ
う
精

確

な
理

解

へ
と
我

々
を

導

く

で
あ

ろ
う
。

マ
ニ
教

に
失

望

し

た

ア
ウ
グ

ス
テ

ィ
ヌ

ス
は

、
聖
書

の
章

句

の
比
喩

的
な

解
釈

と

い
う

ア
ン
ブ

ロ
シ
ウ

ス
の
方

法

に
従

っ
て

カ
ト

リ

ッ
ク
の
教

q⑤
-

え

に
眼

を
開

か
れ

た
と
言
う

。

こ
の
教
え
は
、
マ
ニ
教

の
善
悪

二
元

論
に
対

決
し
そ
れ
を
否
定

す
る
道
と
し

て
、
唯

一
の
善
な
る
神
が
世
界

を
創

っ
た

の

で
あ

り
、

し
か
も
善

な
る
神

が
創

っ
た

の
だ

か

ら
世

界

お

よ

び
そ

の
内

に

あ

る
全

て
の
も

の

は
善

き

も

の
だ

、
と

い
う
説
明
方

式

を
持

っ
て

い
る
。

こ

の
説

に
よ
れ
ば

、
物
質

的

な
も

の
が
悪

だ

と
す

る

マ

ニ
教

説

は

た
し

か

に
殿

さ
れ

る

で
あ

ろ
う
。
物

質

も
ま

た
神

の
創

っ
た
も

の
だ

か
ら
善

い

も

の
で
あ

る

の
だ

か
ら

。
だ

が
問

題

は

こ
の
説
明
方

式

の
要

を

な

す
神

が

い
か

に
姿

を
現

わ
す

か

に
あ

る
。

そ
こ

で
は
単

に
創

造

主

と
し

て
の
唯



一
の
神

の
観
念

が

ア
ウ
グ

ス
テ

ィ
ヌ

ス
の
心

の
内

に
次

第

に
明
瞭

に
浮

び
上

っ
て
き

た

、
と

い
う
だ

け

で
は
す

ま
さ

れ
な

い
。
神

が
何

ら

か
手

ご

た
え

の
あ

る
も

の
と

し

て
と
ら

え
ら

れ
な

い
限

り
は

、

こ

の
説

明
方

式

が

い
か

に
整
合

的

で
あ

っ
て
も
詮

ず

る
所
説
弱

方
式

に
す

ぎ

な

い
。

理
論

と
し

て
は

マ

ニ
教

も
ま

た
整

合
的

で
あ

っ
た

の
で
あ

り

、
そ

こ

で
は
優
劣

は

つ
け
難

い
の

で
あ
る
。

彼

は

ア

ン
ブ

ロ
シ
ウ

ス
の
教

え

が

マ
ニ
教

を

論

駁

す
る

の
を

み
て
も

、
そ

れ
だ

け

で

マ

ニ
教

を

去
り

カ

ト

9

ッ
ク

の
道

に
就

く

べ
き

だ

と
は
思

わ

な
か

っ
た

と
い
う
。

「
な

ぜ
な

ら
、

ど
ち

ら

㈲

の
立

場

も
同

程

度

に
弁
護

さ
れ

て

い
た

の
だ

か

ら
」
。
手

ご
た

え

の
あ

る
も

の

、
心

の
琴

線

に

ひ
び
く
も

の
、

つ
ま

り
霊

的

な
も

の
を

、

そ
れ
と

㈱

し

て
捉

え

る

こ
と
が

ア
ウ
グ

ス
テ

ィ

ヌ
ス
に
と

っ
て
最

も
重

要

な
問

題

で
あ

っ
た

の
で
あ

る
。

i

と

こ
ろ

で
万

物

は
善

き

も

の

で
あ

る
と

い
う
説

に
従

え

ば
悪

の
問

題

、

な
か
ん

つ
く

罪

の
問
題

は
ど

こ
に
行

く

の
か
を
見

と
ど

け

て
お

か
な

ヘ

へ

け

れ
ば

な
ら

な

い
。
も

の
の
次

元

で
の
悪

は

、
善

き

神

が
善

き
も

の
と
し

て
万

物

を
創
造

し

た
と

い
う

説
明

に
よ

っ
て
退

け
ら

れ

る
。

さ
ら

に
、

あ

る
部
分

が
他

の
部
分

に
適

合

し
な

い
た
め

に
そ

う
思

わ
れ

る
悪

は

、
精

神

の
視
力

の
不

充

分
さ

に
よ

る

の

で
あ

り
、
視

力
を
高

め
ね
ば

な
ら

ぬ

みき

ヘ

へ

と

す

る
、
明

ら
か

に
新

プ

ラ

ト

ン
主
義

の
影
響

が
読

み
と
ら

れ

る
主
張

が
あ

る
。

こ
の
両

解

法

か
ら

し

て
も

、

し
か
し
悪

な

る
も

の
は
存

在

し

て

い
な

い
に
も

か
か
わ

ら
ず

、
悪

を
恐

れ

て

い
る
心

は
存

す

る
と

こ

ろ
か
ら

し

て

、
恐

る

べ
か
ら
ざ

る

と

こ
ろ

に
恐

れ

る
が
故

に
ま
す

ま

す
も

っ
て

㈱

重
大

な
悪

だ

と

い
う

こ
と

に
な
る

の
か

、
ま

た
、

こ

の
恐

れ

る
と

い
う
悪

は

ど

こ
か
ら

生

じ
る

の

か
、

と

い
う
問

が
残

さ
れ

る
。

罪

を
自
由

意
志

に
よ

っ
て
な

さ

れ
る
悪

で
あ
る

と
す

る
説

が

ア
ウ
グ

ス
テ

ィ
ヌ

ス
に
よ

っ
て
受
容
さ
れ
る
の
は
、
こ
れ

に
対

す
る
回
答

で
あ

る
と

ヘ

へ

思

わ
れ

る
か
も
知

れ

な

い
。
す

な

わ
ち

、
悪

し
き

も

の
は
存

在

し

な

い
の

で
あ

る
が

、
意

志

の
選

択

、
決

定

に
あ
た

っ
て
至
高

の
実

在

で
あ

る
神

か

ら
背

い
て
最

も
低

い
も

の

へ
と
落

ち

て
ゆ
く
転
倒

が

罪

と
し

て
の
悪

で
あ

る

の
だ

、
と

。
実
際

、

こ
う

す

る
こ
と

に
よ

っ
て

ア
ウ
グ

ス
テ

ィ
ヌ

⑳

ス
は
悪

の
問

題
を

よ
り
深

い
と

こ
ろ

で
捉

え

た

の
だ

と
す

る
主
張

が
あ

る
。

た

し
か

に
神

が
何

ら
か

の
仕

方

で
捉

え
ら

れ
な

い
限

り
罪

は
論

じ
え

な

い
と

い
う

こ
と
が

あ

る
か
も
知

れ

な

い
。
だ

が
ま

た
上

に
述

べ
た

よ

う

に
、
至
高

の
神

な
る
も

の
が

い
か

に

ア
ウ
グ

ス
テ
ィ

ヌ

ス
に
姿

を
現

わ

し

た
か

と

い
う
問
題

の
場
面

を

正
確

に
押

え

て
お

か
な

い
限

り

は
、
説

明

方

式

の

み
に
よ

っ
て
は
議
論

を

一
歩
も
進

め
る

こ
と
が

で
き

な

い
よ
う

に
思

え

る
。



と

こ
ろ

で
我

々

に
は
、

罪

の
問
題

は

「神

の
相

が

そ
れ

と

し

て
明
確

な
仕

方

で
現

わ

れ

て
、
し

か
る
後

に
…
…

」

と

い
う
よ

う
な

形

で
は
始

ま

ら

な

い
よ
う

に
思
え

る
。
神

が

理
解

さ
れ

始

め
る

と
同
時

に
罪

が

、

い
や
む

し
ろ

、
罪

が
形
を

と

り
は

じ

め
る
そ

の
時

に
神

が
理

解

さ
れ

て
く

る

の
で
は

な

い
で
あ

ろ
う

か
。
少

く

と
も

ア
ウ

グ

ス
テ

ィ

ヌ
ス

に
お

い
て

は
そ

の
よ

う

で
あ

っ
た

の
で
は

な

い
か
。

ア
ウ
グ

ス
テ

ィ
ヌ

ス
に
お

い
て

は

、
「
罪

と

は
自

由

意

志

に
よ

っ
て
な
さ

れ

る
悪

で
あ

る
」

と

い
う

こ
と

ば

が
充

分

の
意

味

を
も

っ
て
理

解

さ
れ

た
時

、
そ

こ
に
霊

的

な
も

の
を

そ

れ
と

し

て
捉

え

る
と

い
う

こ
と

が
あ

っ
た

の

で
は
な

い
で
あ

ろ
う

か
。

以
下

に
こ

の
こ

と
を
論

じ

て

み
た

い
。

　信

ア
ウ
グ

ス
テ

ィ
ヌ
ス
が

「
罪

と
は
自
由

意
志

に

よ

っ
て
な

さ
れ

る
悪

で
あ

る
」

と

い
う
把

握
を

行

な

っ
た
時

、
言

い
換

え
れ
ば

、

ア

ン
プ

ロ
シ

⑳

ウ

ス
の
語

る

「
意
志

の
自
由

決
定

が
我

々
の
悪

を
な

す
原

因

で
あ

り

、
あ

な
た

の
正

し

い
審

判

が
悪

を
蒙

る
原

因

で
あ

る
」

と

い
う
句

が
彼

に
意

味

あ

る
も

の
と
し

て
見

ら
れ
始

め
た
時

、

そ

こ
で
は
先

ず
自

分
が

問
題

に
な
り

始

め

た

の
だ
と

言

っ
て
よ

い
で
あ

ろ
う
。

「
自
分

が
生

き

て

い

る

と
同

様

、
自

分

が
意

志

し

て

い
る
と

い
う

こ
と

を
私

が
知

っ
て

い
た

こ

の
事

実
…

…
」
、

こ
れ
を
基

礎

に
し

て

「
何

か
を

欲

し

た
り
欲

し

な
か

っ

た
り

す

る
場

合

に
、
欲

し

た
り
欲

し

な
か

っ
た

り
す

る

の
は

ほ
か

な
ら

ぬ
自

分

で
あ

る

と

い
う

こ
と
は
極

め

て
確
実

で
あ

り
、

そ

こ
に
自
分

の
罪

㈱

の
原

因
が

あ

る
こ
と

に
気

づ

い
て

い

っ
た
」

の

で
あ

っ
た
。

そ
し

て

『
自

由
意

志

論
』

で
は

「
私

が
欲

し
た
り
欲

し

な
か

っ
た

り
す

る
意

志

が
私

四

の
も

の
で
な

い
と
す

れ
ば

、
何

を
私

の
も

の
だ

と

い
え

ば
よ

い
の
か
全

く

わ

か
ら

ぬ
」

と
記

さ
れ

て
い
る

よ
う

に
、
お
よ

そ
自

分
と

い
う

も

の
が

問

題

で
あ
り
語

る

に
意

味

あ

る
も

の

で
あ

る
な
ら

ば

、
そ

の
自

分

と
は
生

き

て

お
り

、
意

志

す

る
も

の
だ

と

い
う

こ
と

を
抜

き

に
し

て
は
あ

り
え

㈱

な

い
も

の

で
あ

る
。

そ

う

い
う
自
己

の
存

在

の
確

か

さ
は

、
直

証

と
し

て

一
旦

お
さ

え
る

こ
と

が

で
き
よ

う
。

し
か

し
、
直
証

と

し

て
語

ら

れ
る

自

己
も

そ
れ
自

体

で
そ

の
存
在

が

知
ら

れ

る
と

い
う

の

で
は
な

く
、
何

ら

か

の
す

で
に
他

を
前
提

す

る
如

き
働

き

へ
の
ふ
り
返

り

に
よ

っ
て
証

せ

ら

れ

る

の
で
あ

る
。

し
か

し
彼

は
、

と
も

か
く
自

分

が
意
志

す

る
時

に
、

さ
ら

に
そ
の
意
志

を

動

か
す
も

の
が
他

に
あ

る
と

し

て
も
1
当

時

の

ア



のに

ヘ

ヘ

ウ

グ

ス
テ

ィ

ヌ
ス
に
は

そ
う

炉
う

も

の
が
あ

り

そ
う

で
は

あ

っ
た
が

そ
れ

が
何

で
あ

る
か

は
理
解

し
え

な
か

っ
た

の
だ

が
1

少

く

と
も
自
己

に
意

志

が
始

ま

る
こ

と
は
確

か
だ

と

い
う

の

で
あ
る
。

従

っ
て
、
人

間

に
意
志

が
あ

り
、
何

ぐ

と
か
を

選
択

す

る
時

に

は
意
志

が

働
く

こ
と
は
疑

い
え
な

い
と

し

て
も

、
ま

だ

「
罪

と

は
自
由

意
志

に

よ

っ
て
な

す
悪

で
あ

る
」

と

い
う
把

握

は
充

分

で
は

な

い
で

あ
ろ

う
。
自

己

の
存

在

は
他

に
向

か
う
働

き

を
通

し

て
知

ら

れ
る

か
、

あ

る
い
は
他

の
規
定

に
よ

っ
て
知

ら

れ

る
の

で
あ

る
か
ら

。
ま

た

、
意
志

に
お

け

る
自
由

が
語

ら

れ

る
場

面

が
明

ら
か

で
は
な
く

、
そ
れ

に
密

接

な
関
わ

り
を

も

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

持

つ
罪

を
語

る
場

面

が
開

か
れ

て

い
な

い
の

で
あ

る
。

と

い
う

の
は

、
罪
も

ま

た

、
他

の
自
然

の
場
合

と
同
様

に
、
罪

と

し

て
形

を

と

る
た
め

に

は
、

お

そ
ら
く

は
、

そ
れ

を
語

る

こ
と
を
通

じ
て
或

る
積

極

的

な

こ
と

が
ら

に
ゆ

き
あ

た
り

、
そ

の
形

が
確
立

し

な
け
れ
ば

な

ら
ず

、
ま

た
そ

の

こ
と
が

ら
が
明

ら

か
に
見

て
と

ら
れ

る

に
応

じ

て

「
自

己
」

の
観

念

も

は
じ

め

て
安

定

し

た
形
を

な
す

の
で
あ

る
が
、

そ
う

い

っ
た
根
源

的

な

こ

と

が
ら

が

い
ま

だ
捉

え
ら

れ

て

い
な

い
の
だ

か
ら

で
あ

る
。

そ
れ

が

ど

の
よ

う
な

こ
と

が
ら

で
あ

る

か
を
見

る
た

め

に
は
、
我

々

は

『
告
白
』

に

お

い
て

「
罪

と
は
自
由

意
志

に
よ

っ
て
な
す
悪

で
あ

る
」

と

い
う
見

解

が

ア
ウ
グ

ス
テ

ィ

ヌ
ス
に
よ

っ
て
確

実

な

こ
と

が
ら

と
し

て
把
握

さ
れ

る

の
と
同
時

進
行

的

に
、
神
ー

先

に
霊

的

な

こ
と
が

ら

、
積
極

的

な

こ
と

が
ら

と
呼

ん
だ
ー

に

つ
い
て

の
次
第

に
精

確

に
な

っ
て
ゆ

く
考
察

の
あ
る

⑳

こ
と

に
注

目

し
な

け
れ
ば

な

ら
な

い
で
あ
ろ

う
。

『
告
白
』

第

七
巻

第
十

章

に
お

い
て
、
使
徒

パ
ウ

ロ
の
書

簡

に
促

さ

れ

て
自
分

自
身

に
立

ち
還

り
問

う
者

と

な

っ
た

ア
ウ
グ

ス
テ
ィ

ヌ

ス
は
言

う
。
「
何

か
知

ら
私

の
魂

の
饅

に
よ

っ
て
、

そ

の
魂

の
圏
を

越

え

て
、

す
な

わ

ち
私

の
精

神

を
越

え

て
不
変

な
光

(
　

)

を
見

㈱た
」

と
。
不

変

の
光

と

は
、
肉
眼

に
よ

っ
て
見

る
光

お

よ
び

そ

の
同
類

の

い
か
な

る
も

の

で
も
な
く

、
真

理
を
知

る
者

が
知

る
光

で
あ
り

、

こ
れ

⑳

⑬o

を
知

る
者

は
永
遠

を
知

る
。

そ

れ
は
ま

さ

に

「
あ

る
と

こ
ろ

の
も

の

(
　

)
」

と

よ
ば

れ

る
も

の
で
あ

る
。

魂

す
な

わ

ち
自

分

と

い
わ
れ

る
も

の
と

、

こ
の

「
あ

る
と

こ

ろ

の
も

の
」

と

の
関

係

は
、
高

き

と

こ
ろ

か
ら

の
声

と

し

て

「
私

は
お
と

な

の
食

物

だ

。
成
長

し

て
私

を
た

べ
る
よ
う

に
な

れ
。
食

べ
る

と

い

っ
て
も

お
前

の
身

体

の
食
物

の
よ
う

に

お
前

が
私

を
自

分

の
身

体

に
変

え

る
の

で
は



㈱

な

く
、

お
ま
え

が
私

に
変

わ

る
の
だ
」

と
表

現
さ
れ

て
い
る
。
「
あ
る
と

こ
ろ
の
も

の
偏
た
る
神

が
そ

れ
以

上

に
は
如

何

な

る
も

の
で
あ

る
か

は
不

賜

で
あ

る
と

し

て
も

、
自

ら

が
そ
れ

へ
と
変

わ
る

べ
き
も

の
、
自

ら

が

そ
れ

へ
従

わ
ね
ば

な

ら

ぬ
も

の
と
し

て
あ

る

こ
と
に

ア
ウ
グ

ス
テ

ィ
ヌ

ス
は

気

付

い
て

い
る
。
自

ら

が
神

へ
変

わ

る
と

は

い

っ
て
も

、

こ

こ

で
語

ら

れ

て

い
る

の
は
、
世

界
を
神

の
高

さ
か
ら

見

る
神

的
観

照

と

い
う

こ
と
ば

で
表
現

さ

れ
る
も

の
で
あ
れ

、
神

と

の
合

一
の
神

秘
体

験

と

い
う

こ

と
ば

で
表
現

さ
れ

る
も

の
で
あ
れ

、
何

ら

か
神

の
高

み
、
神

の
姿

が
予

め
想

定

さ

れ

て
い
る
よ

う
な

こ
と

で
は

な

い
で
あ

ろ
う

。

こ

こ
で
語

ら

れ

て

い
る

「
神

に
変

わ

る
」

と

い
う

の
は
、
人

間

の
そ

の
都
度

の
行
為

、

な
か

ん
ず

く

そ

の
意
志

決

定

の
規

範

に
か
か

わ

る
こ
と

で

あ
り

、
そ

れ

は

「
自

分

の
聞

き
た

い
こ
と
を

あ
な

た

か
ら
聞

こ
う

と
す

る
よ
り

も

、
む

し
ろ

働

あ

な

た
か
ら
聞

く

こ
と
を

そ

の
ま
ま

に
欲

す

る
」

と

い
わ
れ

て
い

る

こ
と
が

ら
な

の

で
あ

る
、

い
い
か

え
れ
ば

、

そ

の
都
度

自
分

に
お

い

て
起

こ

る
欲

求

が
そ

の
ま
ま

に
善

で
あ
る

の

で
は
な
く

、
善

は
真

に
欲
求

せ
ら
れ

る
も

の
、
そ

れ

に
お

い
て
意
志

が

は
じ

め

て
充
実

し

た
も

の

と
な

る
も

の
と
し

て
厳

然

と

し
て
あ

る

の
で
あ

る
。

我

々
は
節

を
改

め
て

こ
の
神

が
姿

を
現

わ
す

あ

ら
わ

れ
方

に

つ
い
て
詳

し
く
論

ず

る

こ
と

に
し

て
、

こ

こ
で
は

ア
ウ
グ

ス
テ

ィ
ヌ

ス
の
神

へ
の

出
会

い
の
原

初
的

な

形
態

が
、

こ

の
よ
う

に
自
己

が

そ
れ

へ
と
従

う

べ
き

も

の
の
存

す

る

こ
と
の
洞
察

と
し

て
あ

っ
た

こ
と
を
確

認

し

て
お
き

た

い
、

こ
の
洞
察

が
ま

た
自
己

の
問

題

の
出
発

点

で
あ

っ
た
。

す
な

わ
ち

、
霞

己

の
行
為

が

そ

の
都

度

、
何

を
選

ぶ

べ
き

か
を

問
う

べ
く

、
聞

い
た

如

く
行

う

べ
く
問

わ
れ

て
い
る
こ
と
と
し
て
、
意
志

の
善
悪

が
新
た
な
意

味
を
も

っ
て
理

解
さ
れ
た
の
で
あ
り
、
問
わ
れ
て

い
る
も

の
、

あ

る

い
は
裁

か

ま

れ

て

い
る
も

の
と
し

て

の
自

己

お
よ

び
自
己

の
意
志

が

そ
れ

と
し

て
把
握

さ
れ

た

の
で
あ

っ
た
。

先

に

ア
ウ
グ

ス
テ

ィ
ヌ

ス
が
跡

外
を

問
題

に
し

始

め

た
と
述

べ
た

が

、
そ
れ

は

こ
の

よ
う

に
問
わ

れ

て

い
る
も

の

と
し

て

の
自
己

で
あ

っ
た
。
問

う
者

あ

っ
て
の
自
己

で
あ

っ
た

、

と

こ
ろ

で

「
マ
ニ
教

の
異

端
」

に
陥

っ
た
際

に
も

ア
ウ

グ

ス

テ

ィ
ヌ

ス
を
動

か
し

て

い
た

の
は
、

こ

の
自

己

が
問
わ

れ

て

い
る

と

い
う

こ
と

で

な

く

て
何

で
あ

っ
た

で
あ

ろ
う
か
.

・
お

よ
そ
生

の
全

体

を

あ
げ

て
行

な

わ
れ

る
探

究

に
は

、
自

己
自

身

が

こ
の

よ
う
な
仕
方

で

「
問

う

べ
く
」

問

わ

れ

て

い
る
と

い
う

こ
と
が

あ
る

よ
う

に
思

わ
れ

る
。

た
だ

し

そ

こ

に
は

「
問

わ

れ
方

の
善

悪
」

が
問

わ
れ

る
と

い
う
構

造
が

、
従

っ
て
自
由

の

問
題

が

、
複
雑

な
形

で
ひ
そ

ん

で
い
る

こ
と

が
う

か
が

わ
れ

る
で
あ

ろ

う
。



　四(

以
上

で
我

々
は

、

ア
ウ
グ

ス
テ

ィ
ヌ

ス
が
罪

に

つ
い

て
語

る
場

合

に
欠
落

さ

せ
る

こ
と

の
出
来

な

い
、
神

が
如
何

に
見

ら

れ

て
く

る
か
と

い
う

問
題

を
中

心

に
論

じ

て
き
た

。
神

を
手

ご
た

え

の
あ

る
仕

方

で
と
ら

え

た

こ
と

に
よ

っ
て
先

の
説

明
方

式

が

一
挙

に
充

分

の
根

拠

を
持

っ
た
も

の

と

し

て
生

き

て
く

る

で
あ
ろ

う
。

と
は

い
え

、
神

に

つ
い
て

の
記

憶

が

、
そ

の
こ
と
を

考

え
抜

く

こ
と
を
通

じ

て

ア
ウ
グ

ス
テ

ィ

ヌ
ス
の
う

ち

に

と
ど
ま

る
よ

う

に
な

っ
た
、
罪

に

つ
い

て
の

ア
ン
ブ

ロ
シ
ウ

ス
的

命

題

、
「
罪

と
は
自

由

意

志

に
よ

っ
て
な
す
悪

で
あ

る
」

は
、

ま
だ
我

々
に
は

不

明

瞭

な

こ
と

が
ら
を
残

し

て

い
る
。
右

の
句

は

、
「
不

義

と

は
何

か
と

た
ず

ね

て

み
て
、

そ
れ

が
実

在

す

る
も

の
で

は
な
く

、
む

し

ろ
至

高

の

実

在

で
あ

る
神

、

あ
な

た
か

ら
背

い
て
最

も

低

い
も

の

へ
と
落

ち

て

ゆ
き
内

な

る
自
己

を
投

げ
す

て
、
外
部

へ
向

っ
て
ふ
く

れ
上

っ
て
ゆ
く
意

志

圃

の
転

倒

(
　

)

に
ほ
か

な
ら

ぬ

こ
と
を
悟

っ
た
」

と
も
言

い
か
え

ら

れ
る

の

で
あ

る
が
、
我

々

に
は
な

お
不

明
な
点

が
多

85

い
。

以
下

に
、
主

と

し

て

ア
ウ

グ

ス
テ

ィ

ヌ

ス
の
窃
盗

に

つ
い
て

の
記

述

を
も

と

に
行

為

の
分
析

を

行

な

い
、
特

に
欲

求

の
構

造

を
考

察

す

る
こ

と
を

通
し

て
、

ア
ウ

グ

ス
テ

ィ

ヌ
ス
の

い
う
罪

が

い
か

な
る
も

の

で
あ
る

か
を

明
ら

か

に
す

る
よ
う

に
努

め
た

い
。

ヘ

ヘ

ア
ウ
グ

ス
テ

ィ
ヌ

ス
は
少

年

時

代

に
犯

し

た
窃
盗

の
罪

を

、
『
告

白
』

を

書

い
た
事
態

理

解

の
深

さ

か
ら
反

省

す
る
。
窃

盗

と

い
う
行
為

が
主

題

と
し

て
分
析

さ
れ

る

に
あ
た

っ
て
は
、
先

に
も
述

べ
た
よ

う

に
、
意

志

あ

る

い
は
欲
求

が

問
題

と
な

る
。
意

志

が
行
為

の
始

源
だ

か
ら

で
あ

る
。

そ

こ

で
悪

行

(
　

)
に

つ
い

て
い
え
ば

、
「
い
か
な

る
原

因

に

よ

っ
て
な

さ

れ
た

か
が

た
ず

ね

ら

れ

る
時

、
我

々
が

低
次

の
善

と

の

べ
た
善

の
う

ち

の
ど
れ

か
あ

る
も

の
を
獲

得

し

た

い
欲
求

あ
る

い
は
失

な

う

ま

い
と
す

る
恐

怖

が
そ

こ

に
あ

っ
た

こ
と
が
指
摘

さ
れ

る
ま

で
は

、
原
因

の

㈹

説

明

は

ふ

つ
う
信

用

さ
れ

な

い
」

と
記

さ
れ

て

い
る
。

恐
怖

に

つ
い

て
は
、

こ

こ
で
は

一
旦

お

い

て
、

そ

れ

で
は
欲
求

の
構
造

は

ア
ウ
グ

ス
テ

ィ

ヌ

ス
に
お

い
て
ど

の
よ
う

に
考

え
ら

れ

て

い
る
の

で
あ

ろ
う

か
。

ア
ウ
グ

ス
テ

ィ
ヌ

ス
は
先

ず

、
全

て

の
も

の
が
有

し

て

い
る
形

相

(
　

)
に

つ
い

て
語

る
。
「
ま

こ
と
に

、
美

し

い
物

体

に
は

、
金

に
も



働

銀

に
も
、
そ
の
他
全

て
の
も
の
に
も
形
相

が

あ
る
」

と
。
ま
た

、
身
体

と

の
関

わ

り

に
お
い
て
は
も

の
と
身

体

と

の
適

合

し
た

あ
り
方

(
　

　)

が
あ

り
、

さ
ら

に
物

体

を
離

れ

た
現

世

の
名

誉

や
支

配

・
征

服

の
力
も
独

自

の
美

し
さ

(
　

)
を
有

し

て
お
り

、
「
だ

ロ

へ

も

ぬ

へ

に

か
ら

こ
そ

(
　

)
そ
れ

を
獲
得

し

よ
う

と
す

る
熱
望

(
　

〉

が
生

じ

て
く

る

の
だ
」

と

い
わ
れ

る
。
欲
求

さ
れ

る
も

の
、

こ

ーと

が
ら

は
、

そ
れ
独
自

の
形

相

を
有

し

て
お
り

、

そ

の
形

相

に
相
応

し

て
欲

求

が
働

く

の
だ

と

い
わ

れ

る
。

し
か

し
、

こ

の
形
相

は
、
た

と
え

ば
松

の
木

が
松

の
木

と

し

て
有

し

て

い
る
形
相

と

は
別

で
あ
ろ

う
。

松

の
木

が
松

の
木

と

し

て
有

し

て

い
る

形
相

は
好

悪

の
情

と

は
別

に
存

す

る
の

で
あ

る
。

た
だ
或

る
形
ー

た

と
え

ば
枝

ぶ
り
…
を

し

た
松

に
は
松

と
し

て
の
形
相

の

ほ
か

に
ー

と

い
う

の

は

そ

こ
で
は
真

柏

で
も
杜
松

で
も
代

替
湾
能

な
と

こ

ろ
が

あ

る
か
ら

1
美

し

い
形

が
宿

っ
て

い
る

の

で
あ

る
。
ま

た
松

と
し

て

の
松

に

は
な

い
も

の
が

「
美

し

い
も

の
」

と
し

て

の
形

相

に
は

あ
る

(i

こ
れ

は
行

為

を

ひ
き
起

こ
す
形
相

と

行
為

の
形
態

と
し

て
の
形
相

の
相
違

と

し

て
後

に
再

論

す

る
i

>
。
即

ち
欲
求
を

ひ
き
起

こ
す
も

の
が

こ
の
形
相

で
あ

り
、

こ
の
形
相

を
人

は

た

の
し
む

の

で
あ

る
。

そ

し
て
ま

さ

に
こ

の

「
形
相

を
楽

し

む

こ
と
」

に
お

い

て
、
悪

し
き
欲

求
ー

罪

と

そ
う

で
な

い
欲
求

と

が
区
別

さ
れ

て
く

る
。
す

な
わ

ち

、
「
こ

れ

ら
全

て

の
も

の
の
た

め

に
、
ま

た

こ
れ

に
類

す

る
も

の
の
た

め

に
罪

は
犯

さ
れ

る

の
だ
。

そ
れ

は
低
次

の
善

で
あ
る

の
に

そ
れ

に
無

節
度

に
傾

く

こ
と

に
よ

っ
て
、
よ
り
善
き
も

の
と
最
も
善
き
も

の
、
す
な
わ
ち
、
我

々
の
神

で
あ
る
主
よ
、
汝
と
そ
の
真
理

と
法

と
が
無
視

さ
れ
る
限

り

に
お

い
て

で

あ

る
。

た
し

か

に
こ
れ

ら
低
次

の
も

の
も

い
ろ

い
ろ
な
快

を
含

ん

で

い
る
。

け
れ

ど
も

万
物

を
作

り
給

う

た
神

の
よ
う

に

で
は
な

い
。
ま

こ
と
に

㈱

義
人

は
神

に
お
い
て
楽
し
み
、
神

こ
そ
は

心

の
直

き
者

た
ち

の
歓
喜

な

の
だ
」

と
。

こ
こ
に
記

さ

れ
た

「
神

に
お

い
て
楽

し
む
」

と

は
何

か
。

ま
た

、

そ

れ

と
先

述

の

「
形

相

を
た

の
し
む

こ
と
偏

と

の
関

係

を
明

ら

か

に
し

な
け

れ
ば

な
ら

な

い
。

右

の
引
用

し

た
句

に
お

い

て
は
、
神

に
お

い
て
楽

し
む

こ

と
と
罪

と

が
対

置

せ
ら

れ

て

い
る
。
と

こ

ろ
が
次

に
、
罪

と

さ
れ

る
窃

盗

に
お

い
て

へ

も

ヘ

ヘ

へ

は
形

相

が
な

い
と
言

わ

れ

て

い
る
。
す

な
わ

ち

、
「
こ

の
盗

み

に
お

い
て
何

が
私

を

よ
ろ

こ
ば

せ

て

い
た

の
だ

ろ

う

か

。

み

よ

、
そ

こ

に

は
何

の

ヘ

ヘ

ヘ

ヨ

ヘ

へ

ま

の

形
相

も

な

い

(
　

)
」

と
。
こ

れ

は

窃

盗

と

い
う

行

為

が

そ

れ

自

体

と

し

て
持

つ
形

の

こ

と

を

言

う

の

で

は

た

し
か

に
な

い

で
あ
ろ
う

。
窃
盗

も

ま

た
或

る

「
こ
と

が
ら

」

と
し

て
表

現

さ
れ

る
形
式

を
持

っ
て

い
る

の
だ

か
ら
。

ま
た

、
先

の

「
欲
求

を

ひ
き



起

こ
す
形

相

」

で
も
な

い
で
あ

ろ
う
。

た
し

か

に

こ
こ

で
は
、
「
い
か
な

る
形

相

も

な

い
」

と

い
う

の
で
あ

る
が

、
第

九

章

に

論

じ

返

し

て
い
う

と
こ
ろ

で
は

「も

の
」
は
愛

さ
れ
な
か

っ
た
が
盗

む

「
こ
と
」
は
愛

さ
れ
た
。
そ
う

い
う
形

、
す
な
わ

ち
美
し
く
、
欲

求
を
ひ
き
起

こ
す

形

は
あ

る

の
で
あ

る
。

と

す
る

と
、
「
何

の
形

相

も

な

い
」

と
言

っ
た

の
は

誤

り

で
あ

っ
た

の

か
。

し
か

し
、

や
は

り
或

る
形

、
或

る
肝

心

の
形

相

は
見
出

さ

れ
な

む

い
の

で
あ
る

。

そ
れ

は
善

の
善

た

る
神

と
よ
ば

れ

る
も

の
で
あ

る
と

理
解

す

る

こ
と
が

で
き

る

で
あ

ろ
う
。

そ
れ

に

つ
い
て
、
我

々
は

『
三
位

一

体
論

』

を
手

が
か

り

に
次

の
よ
う

に

み
て
ゆ

き
た

い
。

ω

ア
ウ
グ

ス
テ

ィ
ヌ

ス
は
様

々
な
も

の
を

「善

き
も

の
」

と

し

て
列

記

し
た

上

で
言

う

。
「
こ
れ

は
よ

い
。

あ
れ

は
よ

い
。

こ
れ

、
あ

れ
を

取

っ

て

み
よ
。

そ

し
て
出
来

れ
ば
善

そ

の
も

の
を

見

よ
。

こ
の
よ

う

に
し

て
汝

は

、
或

る
他

の
善

に
よ

っ
て
善

で
あ
る

の
で
は

な
く

す

べ
て

の
善

の
善

の

で
あ
る
神

を
見

る

で
あ
ろ
う

」

と
。

こ

こ
に
述

べ
ら

れ

た
、

あ
れ

こ
れ

の
善

き
も

の
を
見

る

こ
と
か

ら

し

て
善

の
善

た

る
神

を
見

る

と

い
う
句

は

大

き

な
問
題

を

は
ら
ん

で

い
る

で
あ

ろ
う
。

ア
ウ
グ

ス

テ
ィ
ヌ
ス
は

「
こ
の
よ
う
に
し
て
」
神
を
見

る
だ

ろ
う
と

い
う
が
そ
れ
が

「
ど
の
よ
う
」
で
あ
る

か

は
、
そ

れ
を

さ
ら

に

「
そ
れ

と

い
う

の
も

、

こ
れ

ら

の
全

て

の
善

い
も

の

に
お

い

て
…

…
我

々
が
真

実

に
判

断

す
る
時

、
も

し
我

々

に
善

そ
の

　

も

の

の
観
念

(
　

)
が
刻

印

さ
れ

て

(
　

)

い
な

け
れ

ば
或

る
も

の
を
他

の
も

の
よ
り
善

い
と

は
言

わ

ぬ
か
ら

で
あ

る
」

と
語

を

つ
い

で
説
明

し

て
も
必
ず

し
も

明

ら
か

に
は

な
ら

な

い
。

こ

こ
に

は
、
我

々
が
善

き
も

の
に

つ
い

て
判
断

す

る
時

、

い
い
か
え
れ

ば

、
或

る
善

き

も

の

に

つ
い

て
善

き
も

の
だ

と
知

っ
て

い
る
と
言

え

る
時

、
当
面

の
善

き
も

の

は
あ

る

一
層

よ

く
知

ら
れ

た

「
善

の
判

断

の
規
範
」

と

い

っ
た
も

の
に

合

致

し

て

い
る

と

い
う
前

提

が
あ

り
、

そ

の
よ

う
な
規

範

と
し

て

の
観

念

が
、

「
我

々
が
実

際

に
判

断

し

て

い
る
こ
と
」

の
反
省

か
ら

し

て
、
予

め
我

々

に
知

ら

れ

て

い
る
と

い
う
論

が
な

さ
れ

て
い
る

か

の
如
く

で
あ

る
。

し
か

し
思
う

に
そ
れ

は
ち

が
う

で
あ

ろ
う
。
端

的

に

は

ア
ウ
グ

ス

テ

ゆ

イ

ヌ
ス
の
思
索

の
重
大

な

一
面

を
な

す
、
善

の
善

な

る
神

に

つ
い

て
の
認
識

を

我

々
は
持

た

な

い
と

い
う
主
張

が

こ
れ

に
真

向

か
ら
対

立

す

る
の

で
あ
る
。

ま

た
観

念

の
先
在

の
論

は

そ
れ
自

体

が
解

釈

を
要

す

る
も

の

と
し

て
あ

り
、

そ
れ

は
今
我

々
が
当

に
論

じ
よ

う
と
し

て
い
る
方
向

に
組

み
直

さ

れ
る
も

の

と
し

て
あ

る
よ
う

に
思

わ

れ
る

の

で
あ

る
。



さ

て
、

で
は
そ

れ
は
如

何

な
る
事
態

な

の
か
。

彼
は

「
こ
れ
は
よ
い
。
あ
れ
は
よ

い
。
こ
れ
、
あ
れ
を
取

っ
て
み
よ
。
そ
し

て
出

来
れ
ば
善
そ
の
も

の
を
見

よ
」

と
い
う
。
さ
ら
に

「汝

は
個

々
の
善

き
も

㊨

の
に

つ
い
て
語
ら
れ
る

の
を
聞
く
時
、
同
時

に
そ
の
も
の
を
知
解

す
る
か
ら

…
…
」
と
記
し

て
い
る
。
こ
れ
は
文
字
通
り

に
、
我

々
が
個

々
の
も

の
を
善

い

も

の
と
し

て
見

る
時

、
そ
の
時
同

時

に
何

ら
か
そ
れ
ら
を

善
き
も

の
と
し
て
見

え
し
め
る
形

相

が
見

ら
れ

て
い
る

と

い
う

の

で
あ
ろ
う

。

こ
の

よ
う

な

㈲

恥

ひ

ひ
と
を
可
能

な

ら
し

め

る
原

理
的

な
形

相
自

体

の
成

立

に
関

し

て
は
別

に
考

察

を
加

え
ね

ば
な

ら

な

い
が
、

い
ま

こ
こ

で
は
次

の
こ
と
が
指

摘

さ
れ

れ
ば
足

り

る
。
す

な

わ
ち

、
何

ら

か

の
も

の
を
善

き

も

の
と

し

て
見

て

い
る
時

に

は
、
そ

れ
を

そ
う
見

さ

せ
る
原

理
た

る
も

の

が
そ

こ
に

共

に

あ
る

と
は

い

っ
て
も

、

こ

の
原

理
的

な
も

の
に

は
、

二

つ
の
性
格

を

区
別

さ

る

べ
き

も

の
が

あ
る

で
あ

ろ
う

こ
と

で
あ
る
。

我

々
が

あ
れ

こ

れ

の
も

の
を
善

い
と

い
う
時

、

そ
う
判
断

し
て

い
る
限

り
何

ら

か
判

断

の
規
範

的

な
も

の

が

そ
こ

に
共

に
あ

る
と
見
ら

れ

る
。

け

れ
ど
も

こ
の
規

範

が
ど

の
程
度

ま

で
充

分

に
見

ら

れ

て

い
る
か
は
問

題

で
あ
る
。

た
と

え
ば
机

に

つ
い

て
、
「
こ
の
机

は

よ

い
↑

書

き

易

い
机

は

よ

い
…

…
↑

我

我

に
と

っ
て
よ

い
も

の
が

よ

い
」

と

湖

源

し

て

ゆ
き
う

る
も

の
で
あ

り

、
「
よ

い
」

の
意

味

は

い
ず

れ

も
他

に
よ

っ
て
支

持

さ
れ

て
い
る

と

い
う

具

合

で
あ

る
。

こ

の
湖

源

の
場
合

、
「
自

分

に

と

っ
て
よ

い

(11

た
め

に
な

る
)
」

は

ひ
と

つ
の
そ
れ

以
上

に
潮

源

で
き
ぬ
も

の
、
原

理
的
な
も

の
と

い
え
る

で
あ

ろ
う
。

し
か

し
自
分

に
と

っ
て
よ

い
と

は

、
何

か
そ

れ
自

体

が

や
は
り

問
わ

る

べ
き
も

の
、
そ

れ
だ

け

で
は
中

空

に
分
離

せ
ざ

る
を

得

な

い
も

の
で
あ

る
。

こ
の
意
味

を
充

実

さ
す

も

の
と

し

て
あ

る
も

の

こ
そ

真

に
原

理
的

と

よ
ば

る

べ
き

で
あ
り

、
両

者

の
性
格

は
本

質

的

に
ち

が

う

で
あ
ろ

う
。
前
者

の
列

に
属

す

る
も

の
は
、
我

々
が
善

に

つ
い
て

の
判

断

を

な
す
時

に
必
ず

何

ら

か

の
形

で
見

ら
れ

て

い
る

の
で
あ

る
が

、

後
者

は

そ
う

で
は
な

い
。
前

者

は

一
旦
原

理
的

な
も

の

で
あ
る

と
は

い
わ

れ

え

て
も

あ

く
ま

で
も
我

々
が

そ
れ
を

判
断

し

て
ゆ
か
ね

ば

な
ら

ぬ
も

の

で
あ
る
が

、
後
者

は
上

の
判

断

の
た

め

に
そ
れ

に
問

い
ゆ
く
も

の
、

そ
れ
自

体

は
見

ら
れ

ず
と
も

他

の
も

の
が
判

断

さ
れ

、
さ
ら

に
判

断
す

る

自

己
が
決

定

さ
れ

る
原
理

で
あ
る

と

い
う
、
方

向

を
反

対

に
し

た
関
係

に
あ

る
。
少

な

く

と
も
後
者

は

こ
う

い
う
方

向

を
全
く

異

に
し

た
も

の
と

し

て
知

ら
れ

て
く

る
も

の

で
あ

る
。

こ
の
よ
う

な

二
者

の
対

応

が

「
行
為
」

を

規
定

す

る
善

き
も

の
に

つ
い
て
も
見

ら

れ

る
で
あ

ろ
う

。



ヘ

ヘ

へ

㈲
行

為

の
例

と

し

て
、
我

々

は
、

ボ
ー

ル
を
打

つ
た
め

に

ク
ラ
ブ

を
振

る
と

い

っ
た
目
的
「
手

段

関

係

、

さ

ら

に
そ

の
ボ
ー

ル
を
打

つ
の
は

ホ
ー

ヘ

ヘ

ヘ

ル
に
入

れ

る
た
め

に
、

と

い

っ
た
目
的

連

関

を
も

っ
た

も

の
を

あ
げ

る

の
を
通

例

と
す

る
。
行

為

の
始

源

が
意
志

で
あ

る
と

さ
れ

る

の
は
、
意
志

の
も

と

に
は

そ
う

い
う
目

的

が
す

で

に
あ
る
形
相

を

も

っ
て
存

在

し

て

い
る

か
ら

で
あ

る
。

し
か

し

こ

の
い
わ

ゆ
る
行
為

の
形
相

に
お

い
て
、
ま

ず
次

の
こ
と

が
注
目

さ

れ
ね

ば
な

ら
な

い
で
あ
ろ

う
。

ゴ

ル

フ
の
ク

ラ
ブ

を
振

る
時

に
は

ボ

ー

ル
を

ホ

ー
ル

に
入

れ

る
こ
と

、
あ

る

い
は
さ

ら

に

そ

の
先

の

一
ま
と

ま
り

の
ゲ

…

ム
が
想
定

さ

れ

て
お
り

、

こ

の

い
み
で

は
最
終

的

な
行
為

の
形
相
i

行
為

の
形
態

ー
が
各

々
の
要

素

的

な
動
作

を

通

じ
て
、
最
初

の
意
志

の
も
と

に
存

し
て
い
る
。
し
か
し
、
行
為

の
成

立

し
て
い
る
と

こ

ろ

に
は
必
ず

そ

の
発
端

に
行
為

の
形
相

が
存

し

て

い
る
と
は

言

い
え

て
も

、
逆

に
行
為

の
形

態

が
見

え

て

い
る
と

こ
ろ

で

は
行

為

が
成

立

し

て

い
る
と

は
必
ず

し
も

言

い
え

な

い
。

な
ぜ

な
ら

ば

、

こ
の
行

為

の
形
態

た

る
形
相

は
意
志

を

形
成

す

る
形
相

と

は
異

る

か
ら

で
あ

る

(1

従

っ
て
、
意

志

を
行
為

の
始

源

と

い
う

の
は
正
確

に

は

こ
の
後
者

の
形

相

が

目
的

と
し

て
意

志

の
も

と

に
あ

る
と

い
う

こ
と

で
あ

る
ー

)。
と

い
う

の
も

、
意
志

の
成

立

に
お

い
て
意

志

を
形
成

す

る
最

も

重
要

な
形
相

は
、

た
と

え
ば
ゴ

ル

フ
に
お

い
て
、
人

が

そ
れ
を

な

す

の
は
面

白

い
か

ら

(
よ

ろ

こ
び
)

で
あ

る

と
か

、
健
康

の
た
め

に
な

る
か
ら

(
有
用
)

と

い

っ

鱒

た
、
行

為

の
形
態

を

な
す
鼠

的

と
は
別

の
性

格

の
掻

的

と
し

て
存

し

て

い
る

の
で

あ
る
。

こ
の
霞
的

は
後

に
説

明

さ
る

べ
き

こ
と
を
先

に
書

っ
て

も

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

お

け
ば
、
善

い
と
見

え

る
も

の
、
善

い
と
思

わ

れ

る
も

の

で
あ

る
。
先

に
金

銀

が
美

し

い
も

の
と

し

て
持

っ
て

い
る
形

相

、
欲
求

を

ひ
き
起

こ
す

形
相

と

し
て
語

っ
た
も

の
が

こ
の
形
相

に
あ

た
り

、

こ
れ

に
対

し

て
、
松

の
木

が
松

の
木

と

し

て
有

し

て

い
る
形
相

と

い

っ
た
も

の
が
行
為

の
形

態

と

し
て

の
形
相

に
対

応

す

る
も

の

で
あ

る
と
思

わ
れ

る
。

㈱

全

て
の
も

の
は
善

を
意
志

す

る

と

い
わ
れ

る
の

は

こ
の
形
相

、

こ
の
善

に
対

し

て

で
あ
ろ

う
。

し
か

る

に
こ
の
善

が
ま

た

、
何
ら

か
区

別

さ
る

べ
き

二

つ
の
在

り
方

を

す

る
。

す
な

わ

ち
、

こ

の
善

に
お

い
て
我

々
は
正

し

い
意

志

の
発
動

と

罪

と
呼
ば

れ

る
悪

し
き
意
志

の
発
動

と

を
区
別

し

な

け
れ
ば

な

ら
な

い
の

で
あ

る
。

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

我

々
は
自
分

の
た
め

に
よ

い
と
思

っ
て
善

に
か

か
わ

る

の

で
あ

る
け

れ
ど

も

、
そ

の
際

、
或

る
場
合

に
は
、
上

に

の

べ
た

よ
う

に
、

よ
ろ

こ
ば

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

し

い
と

か
健
康

の
た
め

に
な

る
と

か

い
う

こ
と
を

そ

の
ま
ま

に
善

と
置
換

し

て
し
ま
う

。

い

い
か
え

る
と

、
善

を

そ

の
都

度
我

々
に
知
ら

れ

た
何



ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

ら

か

の
こ
と

が
ら

に
閉

じ
込

め

て
し
ま

う
。

こ
う
す
る
と
、
た
と
え
ば

、
よ

ろ

こ
び

は

こ
れ
を

経
験

し
た

こ

と
の
な

い
者

は
な

い
が
故

に
、

そ
し

て

㈹

ま

た
、
全

て
の
人

が

よ

ろ

こ
ぶ

こ
と
を
欲

す

る
が
故

に
、
そ

こ
か

ら

し

て
全

て

の
人

は
善

を
欲

す

る
と

い
う
結

論

が
な
さ

れ

て
し
ま

う

の
で
あ

る
。

ま

た

こ
の
場
合

に
は
、
何

ら
か

の
行
為

の
形
相

を
伴

っ
た
よ

ろ

こ
ば

し
さ

の
形
相

が

見
ら

れ

、

こ
れ

が

た
だ

ち
に
善

さ

に
置
換

さ
れ

て
し

ま
う

こ

と

に
よ

っ
て
、
そ

こ
で

は
た
だ

ち

に
行

為

が
始

動
す

る

の

で
あ

る
。

し
か

し

、

こ
れ

ら

は
ど

こ
ま

で
も
閉

じ
ら

れ

た
善

、

思

い
な
し

の
善

に
す
ぎ

な

い
。

ア
ウ

グ

ス
テ

ィ
ヌ

ス
は

こ

の
閉

鎖

を
破

っ
て
ゆ
く

の

で
あ

る
。

即

ち
彼

は
言

う
。

「
主

よ
遠
ざ

け
給

え

。
御
身

に
告
白

す

る

し
も

べ
の
心

㈹

よ

り
遠
ざ

け
給

え
。

い
か
な

る
よ

ろ
こ

び
を
よ

ろ

こ
ぼ

う
と

も
自

分

は
幸
福

だ

と

い
う
考

え

を
遠

ざ

け
給

え
」
。

そ

し

て
語

を

つ
い

で

「
た
し
か

に
不
敬

慶

な
者

た
ち

に

は
与

え

ら
れ
ず

、

た
だ

あ
な

た

を
あ

な
た

な

る
が

ゆ
え

に
あ
が

め
る

(
　

)

人

々
に

の
み
与

え
ら

れ

る
よ

㎝

ろ

こ

び

(σq
窪

島
自
目
)

が

あ

る

。

こ

う

い

う

人

々

の

よ

ろ

こ

び

と

は

あ

な

た

自

身

で

あ

る
」

と

い
う

。

働

こ

の
よ

う
な
人

も
神

を
全

き
相

に
お

い

て
1

顔

と
顔

と
を
合

わ

せ
て
ー

み

て

い
る
の

で
は

な

い
。

神

を
よ

ろ

こ
ぶ
人

は

「
自
分

の
聞

き

た

い
こ

闘

と
を

あ

な
た

か
ら
聞

こ
う
と
す

る

の

で
は
な
く

、
む

し

ろ
あ

な

た
か

ら
聞

く

こ
と
を

そ

の
ま

ま
欲
す

る
」

聴

従

の
人

で
あ

る
。

こ

こ
に
は
予

め
自

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

己

の
欲

し

て

い
る

こ
と
を

そ

の
ま

ま

に
是
認

し

て
そ

の
獲

得

の
手

段

の

「
如
何

に
し

て
」

を
問

う

の

で
は
な
く

、
「
第

一
に
何

を

す
れ

ば

よ

い
の

か
」

と

い
う
問

が
あ

る

の
で
あ

る
。
善

と

は
何

で
あ

り

、
行

為

と

は
何

で
あ
る

か

の
問

が

あ

る
の

で
あ

る
。

「第

一
に
何
を
す
れ
ば

い
い
の
か
」
と
い
う
問
が
成

立
す
る
時

に
は
、
善

さ
は
全
き
も

の
と
し
て
そ

の
人

に
存
在

し

て

い
る
と

し

て
も

、

そ

の
全

き
相

働

が
現

れ

て
い
な

い

で
あ

ろ

う
。
従

っ
て
ま
た

、
何

ら
か

の
こ
と

が

ら
が

十
全

の
善

さ

の
相

に
お

い

て
我

々
に
は
見

え

て

い
な

い

で
あ
ろ

う
。

(1

そ

こ

で
は
た

め
ら
わ
ず

に
そ

の
も

の

へ
意
志

が
向
う

と

い
う

こ
と
は
な

い
の

で
あ

る

)。
こ

の
善

に
関

し

て
は

そ

の
形
相

を
我

々

が
知

る

の
で

は
な
く

、

65

逆

に
我

々
が

こ
の
善

に
よ

っ
て
知

ら
れ

る
と

い
う
仕

方

で
我

々
は

あ

る
の
だ

か

ら

で
あ

る
。

し

か
し

、
そ
う

す

る
と

、

こ
の
よ

う
な
善

を

目
的

に
行

為

が
存

す

る
と

い
う

の
は
奇

妙

に
聞

こ
え
る

か
も
知

れ

な

い
。

た
し

か

に
善

が

か
か

る

在

り
方

で
あ

る
の
な

ら
ば

、
そ

れ
が
形
相

と
し

て
見

ら

れ

る
と

い
う

こ
と

は

な

い
で
あ

ろ
う

。
そ
れ

に
向

っ
て
行
為

が
な

さ
れ

る
目
的

は

、
そ
れ

が
見

ら
れ

る

こ
と

に
よ

っ
て
行
為

者
を

ひ
き

つ
け

る
も

の

で
な
け

れ
ば

な

ら
な

い
か
ら

で
あ

る
。

し
か

し

、
神

を

あ
が

め
る
者

に
は

、

そ
の
都
度



こ

の
善

を
背

景

に
し

て
あ

れ

こ
れ

の
も

の
が
善

と
し

て
晃

ら

れ

て
く

る

の
で
あ

る
。

問
題

は

、
神

と
よ
ば

れ

る
善

の
善

を

充
分

な
も

の
と
し

て
、

も

ヘ

モ

へ

も

へ

す
な
は
ち

「
自
分

に
よ

っ
て
意

味
を
充

実
さ
せ
て
は
い
な

い
も
の
」

と
し

て
、
自

ら

の
意

志

の
も

と
に
有

し

て

い
る
か
否

か

に
あ

ろ

う
。
「
そ
れ

へ
と

従

う

べ
き
も

の
」

と

し

て
の
神

が
存

す

る
こ
と

は
、

ア
ウ
グ

ス
テ

ィ

ヌ
ス
の
記

憶

の
う

ち

に
あ

る
"
(1

「
あ

な
た

(
神
)

の
記
憶

が
私

と
共

に
あ

㈹
っ
た
」
…

)。
そ

の
神

が
意

志

の
も

と

に
現

れ

る
時

、
神

を

第

一
の
も

の
と

す
る

と

い
う
意
味

で
、

そ
れ

は
神

を
た

の
し
む
行

為

と

な
る
。
i

そ
し

醜

て

ア
ウ
グ

ス
テ
ィ

ヌ
ス
の

「
自
由
¢

が

こ
こ

で
最

も
積

極
的

な

い
み

で
語

ら
れ

る
。

そ

れ

に
対

し

て

、
神

が
意

志

の
も

と

に
存

し

な

い
時

に
は
そ

の
い

み
で
善

の
形
相

の
欠
除

し

た

「
美

し

い
形

を

た
の
し

む
行
為

」
11

欲

望

と
化

す

の
で
あ

る
。

窃

盗

に
お

い
て
形
相

が

な

い
と

い
わ
れ

る

の
は

、

こ
う

い
う
意

味

で
の
形
相

の
欠

除

を
言

う

の

で
あ
ろ

う
。

こ

の
よ

う

に
し

て
は

じ
め

て
、
我

我

は
罪

を
語

る

ア
ウ
グ

ス
テ

ィ
ヌ

ス
の
こ
と

ば
を

そ

の
本
源

的

な

と

こ
ろ

で
捉
え

る

こ
と

が

で
き

る
の

で
は
な

い
で
あ
ろ

う
か
。

即

ち
、
罪

と

は

㈱

「
至

高

の
実
在

で
あ
る
神

、

あ
な

た
か

ら
背

い
て
…

…

外
部

へ
向

っ
て
ふ
く

れ
上

っ
て
ゆ

く
意
志

の
転

倒

」

で
あ

る
と
。

ラ五(

さ

て
、
し

か
し

そ
う

す
る

と

、
我

々
は

必

ず

し
も

そ

の
都
度
何

を

な

す

べ
き

か
と
問

い
な

が
ら
生

き

て

い
る

の
で
は
な

い
と

こ
ろ

か
ら

し

て
、

日
常

の
諸

々

の
行

為

の
中

で
戒
律

に
従

っ
た
行
為

さ

え
も

時

と

し

て
罪

と

よ

ぶ

こ
と

に
な

る

で
は

な

い
か

と

い
う
語

の
常

用
法

の
側

か
ら

の
反
対

が
な

さ
れ

る
か
も
知

れ

な

い
。

し
か

し

ア
ウ
グ

ス
テ

ィ

ヌ
ス
と
し

て
は
、

こ

の
罪

の
定

義

は
極

め
て
当

然

の
も

の
で
あ

っ
た

で
あ

ろ
う
。
実

に
我

我

の
日
常
的

判
断

は
泥

み
易

い
。
第

一
の
善

を
忘

却

し

て

い
る
限

り

、
何

ら

か

の
善

に
す
ぎ

ぬ
も

の
が

最
高

の
善

と
思

い
な

さ
れ

、

こ
れ
に
執
着

鋤

す

る
こ
と

に
よ

っ
て
、
ま

さ

に

ア
ウ

グ

ス
テ

ィ

ヌ
ス
が
罪

の
罰

と
し

て
語

っ
た
多

く

の
苦

悩
を

う
け

る

の

で
あ
る
。

ま

た
律

法
も

そ

の
形

を
遵
守

す
れ

ば
善

い
と

い
う
も

の
で
は

な

い
。
そ

れ
を
第

一
の
も

の
と

み
な

し
第

一
の
善

を

問

わ

ぬ
と

こ
ろ

に
パ

リ
サ

イ
主

義

の
誤

り
は

あ

っ
た

の
だ

か

ホ

　

お

に

ら
。

こ
の
よ
う

に
、
善

い
と
思

わ
れ

て

い
た
も

の

が
悪

と
な

り

、
ま

た
殺

人
等

に
お

い
て
悪

と

の
み
思

わ

れ
る
も

の
が

、
あ

る
場

合

に
は
善

と

な



　刷
の
は

、
善

悪

の
究
極

の
規

範

が
人
間

の
思

い
に

で
は

な
く

、
人

間

の
思

い
こ
み
を

開
く

べ
く
向

う
側

に
あ

る
が
故

で
あ

る
。

最

後

に
、
事

態
が

こ
の
よ
う

で
あ
る
と

し

た
な
ら

ば

、
罪

の
よ

っ
て
来

る
と

こ

ろ
、
即

ち
神

へ
の
想

い
が
欠
落

す

る
と

い
う

こ
と

は

、
ど

こ
か

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

ら
起

こ
る

の
で
あ

ろ
う

か
。
神

を
知

る

こ
と

、
神

を

第

一
の
も

の
と

し

て
意

志

の
も

と

に
持

つ
か
否

か

と

い
う

こ
と
も
人

間

の
選
択

す

る

こ
と
が

ら
と

し
て
あ

る

の
だ

ろ

う
か

。
そ

し

て
そ

こ
に
第

一
の
原
因

が
意

志

に
あ
る

と

い
う

い
み

で

の
自
由

が
語

ら
れ

る

で
あ

ろ
う

か
。

そ
う

で

は
な

い

で
あ

ろ
う
。

す

で
に
述

べ
た
よ
う

に
、
人

間

の
意
志

は
裁

か
れ
形

作

ら

れ

て
く

る
も

の

(無

論
善

き
も

の
と
し

て

で
し
か

な

い
が

)

で
あ

る
か

ら

お

で
あ

御
。
人

間
も
先

に

の

べ
た

一
つ
の
自

然

と

し

て
あ
り

、

こ

の
自

然

に
対

し

て
、
自

由

を
本
来

の
場

所

で
語

る

た
め

に
用
意

さ

れ

て

い
る
超

自

㈱

然

と

し

て
の
恩

寵

が

ア
ウ

グ

ス
テ

ィ

ヌ
ス
に
よ

っ
て
語

ら

れ

る

の

で
あ

る
。

し

か
し
他

方

、

こ
の
自
由

が
最
も
意

味
充

実

し
た
も

の
で
あ

る
な
ら

ば

・

ア
ウ
グ

ス
テ
ィ

ヌ
ス
が
そ

の
主
体

が
人

間

で
あ

る

と
し

て

一
貫

し

て
主

張

し

て
き

た
自
由

は
ど

う

な

る
の
か
。
本

稿

で
も

つ
い
に
そ

の
問
題

に
た
ち

い
る

こ
と
は

で
き
ず

に
終

ら

ざ

る
を
得

な

い

の
で
あ

る
。

封　

・

一一一九

七

年

の
作

で
あ

る
。

　
な

ぜ

な
ら

、

マ
ニ
教

、
キ

リ

ス
ト
教

が

そ

れ

ぞ
れ

何

で
あ

っ
た

か

は

、

ア

ウ
グ

ス

テ

ィ
ヌ
ス

に

い
か

に
捉

え

ら

れ

た

か
の
問

題

と

し

て

し
か

確
定

し
え

な

い

の
で

あ

る
か

ら

。
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■

13

こ
の
点

に

つ
い
て
は
、
谷
隆

一
郎

「
ア
ウ
グ

ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
自
然
観
-
知
と
生
成
の
構
造

に

つ
い
て
の
序
説
1
」
(
『
自
然

』
以
文

社
、
昭
和
五
四
年
)

を
参
照
。

　

■

㈲

山
旧
晶

「罪
と
悪
」
(
『
ア
ウ
グ

ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
根
本
問
題
』
創
文
社

、
昭
和
五
十

二
年
)
参
照
。

　,

q9

『秩
序
論
」
全
体
が
特
に
こ
の
問
題
を
論

じ
て
い
る
。
ま
た

霊
。
　

　
.

⑳

前
掲

、
山

田

晶

「罪

と
悪
」

で
は

ア
ウ

グ

ス
テ

ィ

ヌ
ス
思

想

の
発

展

相

と

し

て
、

こ

う
捉

え

ら

れ

て

い

る
。　　

■

⑳

拙
稿

「
ア
ウ
グ

ス
テ
ィ
ヌ
ス
に
お
け
る
自
由
意
思
と
予
定

に

つ
い
て
」

(
『
哲
学
論
文
集
』
第

14
輯
)

三
十
五
頁
以
下
。

ヘ

へ

⑳

神

あ
る
い
は
神

の
法
に
そ
の
都
度
拠

っ
て
い
な

い
自
分
が
あ

る
か

の
よ
う
に
考
え

て
い
た
そ
の
こ
と
に
よ

っ
て
、

ア
ウ
グ

ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
内

に
開

い
た

空
洞

が
う
め
ら
れ
ず
、
悪
に
よ
る
不
安

が
続

い
た

の
で
あ
ろ
う
。
従

っ
て
、

こ
こ
で
何
ら
か
、
自

己
の
存
在
、
意
志

の
存
在

の
事
実

が
主
張
さ
れ
て
い
る

と
し
て
も
、
そ
れ
は
半
面
の
真
理

で
あ
り
、
次

に
の
べ
る
よ
う
に
神
が
現
れ
る

の
を
ま

た
ね
ば
な
ら
な
か

っ
た
の
で
あ
る
。

⑳

第

七
巻
十
六
章

、
十
七
章

。
悪

の
考
察

を
通
じ

て
神

の
記
憶

が
ー

そ
の
前

に
神
の
理
解
が
ー

出
来
上

っ
た
と
読

め
る
。

　

・

」
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こ
の
よ
う
に
神
は
初
め

ア
ウ
グ

ス
テ
ィ
ヌ
ス
に
裁

く
神

と
し
て
の
ぞ
ん
だ
。
し
か
し
そ
れ
も
愛
の
神

の
業

で
あ

っ
た

で
あ
ろ
う
。　 p

　
に
●

次
註
を
参
照
さ
れ
た
い
。

ω

「何

の
形
相
も
な

い
」

と
い

っ
た
そ
の
時
、
無

い
と
い
わ
れ
た
形
相
は
、
今
我

々
が
さ
が
し
て
い
る
形
相

、
即
ち

「
そ
れ
が
存
在

し
な
い
こ
と
に
よ

っ

て
ま
さ
に
罪

が
語
ら
れ
る
と
こ
ろ
の
そ
の
形
相
」
な
の
で
あ

る
。

こ
の
句
に

つ
づ
く
、
　

…
…
は
、
「私

が

こ
こ
で
問

題

に
し
て
い
る

形
相
は
以
下

の
よ
う
な
も

の
ど
も
で
は
な
く
、
た
だ

、
第

一
に
求

め
ら
●る

べ
き
善

の
形
相
だ
」
と

い
う

い
み
で
あ
ろ
う
。

こ
の
点

で
、
山

田
晶
訳

「
告

白
」
(
中
央
公
論
社
)

一
〇
〇
頁

の
訳
お
よ

び

一
〇

一
頁

の
訳
註

m

に
つ
い
て
は
疑
念

が
残
る
。

　
ア
ウ
グ

ス
テ
ィ
ヌ
ス
が
幸
福
な
生

を
未
来

の
生

に
希
望
し
た
の
は
神
と
顔

と
顔

を
合
わ
せ
て
見
る
こ
と
が
こ
の
生

に
お

い

て
は
で
き
な

い
と

い
う
と

こ
ろ
に
あ

っ
た
。
そ
れ
は
本
稿

の
罪

の
問
題
と
直
結

し
て
い
る
。

　
　

㈲

拙
稿
　

ー

ア
ウ
グ

ス
テ

ィ
ヌ
ス

『
三
位

一
体
論
』
第

八
巻

に
お
け
る
神
認
識
に

つ
い
て
の

一
考
察
ー
」
(
『
中
世
思
想
研
究

』
皿
)
は

こ
の
試

み
で
あ

っ
た
。

働

加
藤
信
朗

『
「何

か
の
た

め
に
」

と

「
誰
か
の
た
め
に
」
』
(
「理
想
』
　

)

参
照

。

㈹

ア
リ

ス
ト
テ
レ
ス

『
ニ
コ
マ
コ
ス
倫
理
学

』
第

一
巻
第

一
章

。
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o
　

■

　
ア
ウ
グ

ス
テ
ィ
ヌ
ス
が
幸
福

の
生
を
未
来

の
生

に
属
す
と

い
っ
た
の
は
こ
の
理
由
か
ら

で
あ
る
。
註
㈹
参
照
。
ま
た
　

参
照
。

55

白
己
認
識
も

つ
き

つ
め
て
い
え
ば
、
自
己

が
自
己
を
知
る
と

い
う
よ
り
、
自
己
が
何
を

い
か

に
知

る
か
と

い
う
点

で
、
逆

に
自
己
が
知
ら
れ
る
と
い
う

仕
方

で
あ
る
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
こ
こ
に
は
、
第

三
節

で
見
た
、
神

に
よ

っ
て
問
わ
れ
て
い
る
と

い
う
そ

の
こ
と
が
、
神

に
よ

っ
て
知
ら
れ
る
と

い
う

仕
方

で
生
き
て
く
る
の
で
あ

る
。

　
働
　

.

　
.
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「全

て
信
仰
に
よ
ら

ぬ
も
の
は
罪

で
あ
る
」
(
ロ
マ
書

14

・
23
)

ど

い
う
句

は
ア
ウ
グ

ス
テ

ィ
ヌ
ス
と
同

じ
と
こ
ろ
で
罪
を
と
ら
え

て
い
る
と
読
め
る

で
あ
ろ
う
。
信
と
知

の
連
関
は
こ
こ
で
の
主
題

で
は
な

い
が
、
未

だ
見

て
い
な

い
も
の
に
信
は
か
か
わ
り
、
し
か
も

そ
の
何

で
あ
る
か
を
全
く
知

ら
な
い

な
ら
ば
信

は
あ
り
え
な
い
と

い
う
と
こ
ろ
に
、
全
き
相

に
お
け
る
善

に

つ
い
て
の
本
論

に
述

べ
た
あ
り
方
が
重
ね
合

わ
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。　

　
と

あ

る
。

ア
ウ

グ

ス
テ

ィ

ヌ

ス
の
問

題

に
す

る

罪

は

い

う

ま

で
も

な

く
後

者

に

か
か

わ

る
も

の

で
あ

る

。

　
ド
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ま
た
、
悪

し
き
意
志

は
神
を
見
す

て
る
背
反

(
　

)
が
作
り
な
す
も
の
で
あ
る
が
そ
の
背
反

の
原
因
は
欠
除
的
な
も

の
だ
と
い
う
説
明
も
な
さ
れ

て
い
る

(
『神

国
論
』
　
・
九
)。
ま
た
、
「意
志

が
選
ば
れ
る
」
と

い
う
こ
と
ば
が
あ
る

(
　

)
。

　

■

(昭
和

五
十

四
年
本
学
大
学
院
博
士
課
程
退
学
、
西
洋
哲
学
史

)

D
e 

T
rinitate, 

V
III,  4,  6. 

C
onf., 

X
, 26, 

37.

C
onf., 

X
I, 18, 

24.

C
onf., 

V
II, 

17, 
23. 

D
e 

L
ibero 

A
rbitrio, 

II, 13, 
37. 

C
onf., 

V
II, 

16, 
22. 

cf. 
D

e 
L

ibero 
A

rbitrio, 
I, 16, 

37. 

D
e 

L
ibero 

A
rbitrio, 

I, 11, , 22.

V
idetur 

ergo 
m

ihi 
et 

legem
 istam

, quae 
populo 

regendo 
scribitur, 

recte 
ista 

perm
ittere 

et 
divinam

 
providentiam

 
vindicare 

(D
e L

ibero

A
rbitrio, 

I, 5, 13 )

cf. D
e 

L
ibero 

A
rbitrio, 

I, 5, 11.

(defectio )

(A
d 

Sim
plicianum

 
II, 22 )

N
atura 

et 
G

ratia, 
10, 

11.


