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は

じ
め

に

前
稿

(「道
徳
的
責
務
と
神
」
『哲
学
論
文
集
』
第
二
十
五
輯
)
で
は
、
道
徳
的
責
務
の
概
念
の
完
全
な
説
明
の
た
め
に
は
、
人
間
の
理
性
お
よ

び
意
志
を
超
え
て
探
求
を
進
め
る
こ
と
が
必
要
で
は
な
い
か
、
と
の
見
通
し
に
立

っ
て
、
道
徳
的
責
務
と
神
と
い
う
問
題

へ
の
新
し
い
接
近
の
可

ン
ヲ
ギ
オ

レ
リ
ギ
オ

能

性

を
探

っ
た

が
、
本
稿

で
は
道
徳

と
宗

教

と

は
明
確

に
区

別

さ
れ

る
と
す

る
考

え
方

に
た

い
す

る
も

う

一
つ
の
可
能

な
選
択

肢

と
し

て
、

敬
神

レ
リ
ギ
オ

は
道
徳

の
主
要

な
要
素

で
あ

り
、

敬
神

な

し

に
は
人
間

の
道

徳
的

な
生

き
方

は
実

現

さ
れ

な

い
、

と

い
う

ト

マ
ス

の
考

え
方

を
考
察

す

る

こ
と

に

し
た

い
。

こ

こ
で

「
敬

神
」

と
訳

し

た

「
レ
リ
ギ

オ
」

は
、

日
本

語

で
は
通

常

「宗

教

」

と
訳

さ
れ

て

い
る
が
、

こ
れ
ら

二

つ
の
言

葉

が
意
味

す

る
内
容

に
は

か
な
参

へ
だ

た
り

が
あ

る
。
何

よ

り
も

ト

マ
ス

に
お

い
て

レ
リ
ギ

オ
が
正

義

と

い
う
倫
理

的

な
徳

に
付
属

す

る
諸

々

の
徳

の

一
つ
と

し

て
、

つ
ま
り

人
間

の
道
徳

的

な
在

り
方

に

か
か
わ

る
も

の
と

し

て
位

置

づ
け

ら
れ

て

い
る

こ
と
が
、

多
く

の
人

々

に
奇
異

な
感

じ
を
与

え
、

ま

道
徳
と
宗
教

　
ト

マ
ス
の
レ
リ
ギ
オ
概
念

に

つ
い
て
の

一
考
察

稲

垣

良

典



た
反
擾

を
呼

び

お

こ
す

の
で
は

な
か

ろ
う

か
。

「善

人

な
を

も

て
往
生

を

と
ぐ
、

い
は
ん

や
悪
人

を

や
」

(
『
歎
異
抄

』
)

と

い
う
言

葉

が
し
ば

し
ば

宗

教

(あ

る

い
は
信
心

)

の
神
髄

を

示
す

も

の
と
し

て
引

用
さ

れ
る

こ
と

に
も

あ
ら

わ
れ

て

い
る
よ

う

に
、

わ

が
国

で
は

(そ

し

て

一
般

に
現
代

に
お

い
て
は
、

と

い
え
る

か
も

し
れ

な

い
)
宗
教

は
道

徳
的

な
善

・
悪

、

正

・
不
正

の
基

準
を

も

っ
て

は
計

り

え
な

い
、

と

い
う
考

え
方

が
広

く

レ
リ
ギ
オ

受

け

い
ら
れ

て

い
る
か
ら

で
あ

る
。

こ

の
よ
う

な
考

え
方

か
ら

す

れ
ば

、

「
宗
教

」
を

倫
理

徳

の

一
つ
に
数

え

た
ト

マ
ス
は
、
道
徳

と
宗

教

と

の
間

　　
　

の
明

確

な
区
別

を
無

視

し
て
、
後

者

を
前

者

へ
と
還

元
す

る

こ
と

を
敢

て
し

た
、

と
非
難

さ

れ

て
も
仕
方

が

な

い
の
で

は
な

い

か

。

倫

理
徳

と

し
て

の

レ
リ
ギ

オ
と

い
う
概

念

が

こ
ん

に
ち

で
は
奇
異

な

も

の
と
し

て
受

け
と

ら
れ

る
と

い
う

こ
と

は
、

そ
れ

ほ
ど

こ
ん

に
ち

で
は

道
徳

と
宗

教

と

の
違

い
が
自
明

的

な

こ
と
と

し

て
認

め

ら
れ

て

い
る

こ
と

の
反

映

で
あ

る
と

い
え

る

で
あ

ろ
う
。

じ

っ
さ

い
、

わ

が
国

に

お

い
て

　　
ソ

　
ヨ
　

宗

教
哲
学

の
領

域

で
重
要

な
寄

与

を
し

た
西

田
幾
多

郎

と
西
谷
啓

治

は
、
と
も

に
こ

の
二
者

の
間

の
明

ら

か
な
区

別
な

い
し
根

本
的

な
違

い
を
強

調

し

て

い
る
。

い
う
ま

で
も

な
く
、

「
キ
リ

ス
ト
教

的
」

倫
理

と

か

「仏

教
的

」
倫

理

に

つ

い
て
語

る

こ
と

に
意
味

が

あ
る

と
す

る
論
者

も
多

く
、

　ゑ

ま
た
倫

理

が
有

効

な

も

の
と
な

る
た

め
に

は
宗

教

と
結

び

つ
く
必

要

が
あ

る
と

い
う
見
解

も
根
強

い
も

の
が
あ

る
。
し

か
し
、

そ
れ

ら

の
場

合

に

お

い
て
も
、

道
徳

な

い
し
倫

理

と
宗

教

と

を
何

ら
か

の
仕
方

で
明

確

に
区
別

し

た
上

で
、

そ
れ

ら

の
結

び

つ
き

が
論

じ
ら

れ
る

の
が
普

通

で
あ

っ

て
、

そ

の
限

り
、

道
徳

と
宗

教

と

の
根

本
的

な
区

別

の
自
明

性

が
否
定

さ

れ
て

い
る

の
で

は
な

い
。

こ
ん

に
ち
わ

れ
わ

れ
が

ト

マ
ス

の

レ
リ
ギ

オ
概

念

を
前

に
し

て
感

じ

る
困

惑

は
、

こ

の
自

明
性

に
起

因

す

る
も

の
で
あ

る

(
と
私

は
考

え
る

)
。

い
い
か

え
る

と
、

右

の
自
明

性

が

い
わ
ば
見

え
ざ

る
壁

と
し

て
わ
れ

わ

れ
と

ト

マ
ス

の
レ
リ
ギ

オ
概
念

と

の
間

に
立

ち

は
だ

か

っ
て
お
り
、

そ

こ

か
ら
し

て
わ

れ
わ
れ

の
困
惑

が

生
じ

て
く

る

の
で
あ

る
。

し

た
が

っ
て
、

ト

マ
ス

の

レ
リ

ギ

オ
概
念

を
正

し
く

理
解

す

る
た

め
に

は
、

道
徳

と
宗

レ
リ
ギ
オ

教

あ

る

い
は

む
し

ろ
敬
神

と

の
根

本

的

な
区
別

の
自

明
性

に

つ
い
て
徹
底

的
な

反
省

を
行

い
、

そ

れ
を

よ
り
広

い
視

野

の
な

か
で

い
わ

ば
相

対
化

す

る

こ
と
が
必
要

で
あ

る
が
、

い
う

ま

で
も

な
く

こ

の
作

業

は
困
難

で

あ
り
、

こ
こ

で
十

分

に
遂
行

す

る

こ
と
は

で
き

な

い
。

と

り
あ

え
ず

一
つ
の
見

通

し
だ

け
を

の

べ
て

お
く

と
、

こ
の
自
明

性

の
根
底

に
は
、
人

間

の
自
律

性

(根

源
的

な
自
由

)

は
神

に
た

い
す

る
人
間

の
従

属

と
は
原
則

的

に
相
容

れ

な

い
も

の
で
あ

る
と

い
う
考

え
方

(
そ

の
よ
う

な
人
間

の
自

己

理
解

お
よ

び
神
観

)

が
見
出

さ

れ

る
。

こ
の
考

え
方

に
立



つ
か
ぎ

り
、

人
間

の
自

律

を
認

め
る

こ
と

に
よ

っ
て
の

み
成

立

す
る
道

徳

と
、
神

に
た

い
す

る
人
間

の
根
元

的

な
依
存

を
前

提

と
す

る
宗
教

・
敬

神

と
が
根
本

的

に
異

な

っ
た
も

の
で
あ

る

こ

と
は
明
白

で
あ
ろ

う

(
こ
れ

ら

二
者

を
何

ら

か

の
仕
方

で
調
和

さ

せ
、
結

び

つ
け

よ
う

と
す

る
試

み

が
為

さ
れ

る

に
し

て
も
)
。

と

こ
ろ
が
、
右

の
よ
う

な
人
間

理
解

お
よ
び
神

観

は
近
代

的

思
惟

を
特

徴
づ

け
る

も

の
で
あ

る

と

い
え
る
が
、

そ
れ

の
み
が

人
間

の
自
由

な

い

し
自

律
性

を
神

と

の
関

係

に

お

い
て
捉

え

よ
う

と
す

る

さ

い
の
唯

一
の
可

能
な

立
場

で

は
な

い

の
で
あ

っ
て
、

人
間

の
自
由

は
か
な

ら
ず

し
も
神

に
た

い
す
る
人

間

の
従

属

と

は
対

立

せ
ず

、

む
し

ろ
神

へ
の
完

全
な
従

属

に
よ

っ
て
実

現

さ

れ
る

も

の
と
し

て
理
解

す

る
こ

と
も
可

能
な

の
で
あ

　　
　

る

。
そ
し

て
、
ト

マ
ス
の

レ
リ
ギ

オ
概

念

の
背

景

に
あ

る

の
は
ま

さ
し
く

そ

の
よ
う

な
人

間

の
自
由

の
捉

え
方

(
お
よ
び

そ
れ

に
対
応

す

る
神
観

)

に
他

な

ら
な

い
。

右

に
の

べ
た

の
は

一
つ
の
見

通

し
で
あ

っ
て
、

こ

こ
で
は

ト

マ
ス

の

レ
リ
ギ

オ
観

の
前

提

と
な

っ
て

い
る
人

間

お
よ
び

神
観

に
あ

ら

た
め

て
光

を

あ

て
、

そ

れ
を
復
権

さ
せ

る
試

み
を

す
る

こ
と

は

で
き
な

い
。

し

か
し
、

す
く

な
く

と
も

こ

の
よ
う

な
人
間

お

よ
び
神

観

を
前

提

と

す
る

か
ぎ

レ
リ
ギ
オ

り
、

人
間

が
自

ら

を
神

に
完
全

に
従

属

さ
せ

る

こ
と

す

な
わ

ち
敬
神

は
、

人
間

が
十

全
的

な
意

味

で
自

ら
を
実

現

し
よ
う

と

す
る
試

み

レ
リ
ギ
オ

す

な
わ

ち
道
徳

的

な
生

き
方

と
は
対

立

せ
ず
、

む
し
ろ
後

者

の
主
要

的

な
要
素

で
あ

る
と

い
う
主
張

、

い
い
か
え

る

と
敬

神

は
倫

理
徳

の

一
つ
で
あ

る
と

い
う
主

張

は
、

こ
ん

に
ち

の
わ

れ
わ

れ

に
と

っ
て
直

ち

に
説

得
性

を

お
び

る

こ
と

は
な

い
に
し

て
も
、

右

の
前
提

か
ら

の

一
つ

の
可
能

な
帰
結

と
し

て
理
解

す
る

こ
と

は

で
き

る

の
で
は
な

い
か
。

そ
し

て
、

レ
リ
ギ

オ
を

倫
理
徳

の

一
つ
に
数

え

た
ト

マ
ス
を
、

道
徳

と
宗

教

と

の
間

の
明
確

な

区
別

を
無
視

し
、

後
者

を
前

者

に
還

元

し
た

と
し

て
非

難

す

る

こ
と
が
的

外

れ
で
あ

る

こ
と
も

す

で

に
あ

き

ら
か

に
さ
れ

た

と

い
え

よ
う
。



ー

レ

リ

ギ

オ

の

哲

学

的

前

提

ト

マ
ス

に
お

い
て
倫

理
徳

と
し

て
の

レ
リ
ギ

オ

と

い
う
概

念

は
明
確

な
哲

学
的

前
提

を
有

す

る
。
ト

マ
ス

に
よ
る

と
、
「
レ
リ
ギ

オ

と
は
本

来
的

に
神

へ
の
秩

序

を
意
味

す

範

」
が
・
神

と
は

わ
れ
わ

れ

の
存
在

の
す

べ
て
が

そ
れ

に
依
存

し

て

い
る
と

こ
ろ

の
根

源
、

お
よ
び

わ
れ

わ
れ

の
す

べ

　　
　

て
の
願

い
が

そ

こ
に
お

い
て
究
極

的

に
満

た

さ
れ

る
目
的

・終

極

を
名
指

し
た
も

の

に
ほ

か
な
ら

な

い
。

し
た

が

っ
て
、

「
万
物

の
創

造

と
統

治

.

ハ　
　

支

配

の
第

一
の
根
源

で
あ

る

か
ぎ

り

に
お

い
て
神

に
崇
敬

を
捧

げ

る

こ
と
が

レ
リ
ギ

オ

に
属

す

る

」
と

い
う

こ
と

に
な

る
。

こ

の
よ
う

な
存
在

と

し
て

の
神

に
た

い
し

て
当

然
帰

す

べ
き

も

の
　

が
崇

敬

お
く
　

で
あ

り
、
し
た

が

っ
て
そ

の
よ

う
な
崇

敬

を
神

に
捧
げ

る
徳

と

し

て

　　
　

の

レ
リ

ギ

オ
は
、
何

者

に
た

い
し

て

も
か

れ

の
も

の
を
帰

属

さ

せ
る
徳

と
し

て

の
正

義

に
付

属

す

る
倫

理
徳

と

し

て
位
置

づ

け

ら

れ
る

の

で
あ

麺

・し

た
が

っ
て
、
正
義

に
付

属
す

る
倫

理
徳

と
し

て

の

レ
リ
ギ

オ
概

念

の
哲
学

的
前

提

と

は
、
人
間

が
被

造
物

と

し
て
創

造
主

た

る
神

に
根

元
的

.

全

面
的

に
依

存

し

て

い
る

こ
と

の
認
識

に
ほ
か

な
ら

な

い
。
こ

の
こ

と
の
認
識

な

し

に
は
神

に
た

い
す

る
負

い
目

・
当
然

帰
す

べ
き
も

の
　

と

い
う
考

え
方

は
生

じ
な

い
の
で
あ

り
、

し
た

が

っ
て
正
義

に
付

属

す
る
倫

理
徳

と

し
て

の

レ
リ
ギ

オ
と

い
う
概
念

も
成

立

し

な

い
の
で
あ

る
。

問

題

は
被

造
物

-
創

造
主

の
関

係

は
人
間

理
性

に
よ

っ
て
理
解

す

る

こ
と
が
可

能

な

の
か
、
可

能

で
あ

る

と
し
た

ら

い
か
な

る
仕
方

に
お

い
て

な

の

か
、

と

い
う

こ
と

で
あ

る
が
、

ト

マ
ス

に
お

い
て

は
神

に
よ

る
創

造

の
働

き
そ

の
も

の
は
、

神
自

身

と
同

じ
く
、

測

り

つ
く
し

が
た

い
神
秘

で
あ
る

が
、
被
造
物

-
創

造

主

の
関

係

は
存
在

そ

の
も

の
　

で
あ

る
神

と
、
存
在
　

を
分

有

す
る

こ
と

に
よ

っ
て

(
こ

の
分

有

の
仕
方

が
本

質
　

あ

る

い
は
形
相
　

と
し

て
捉

え

ら
れ

て

い
る
も

の
に
ほ

か
な
ら

な

い
)
存
在

す

る
も

の
で
あ

る

と
こ

ろ
の

　　
　

被

造
物

と

の
関

係

と
し

て
、
形
而

上
学

的

に
認
識

可
能

で
あ

る

と
さ

れ
て

い

る
。
完

全

な
自

己

へ
の
還
帰

を

も

っ
て
自

ら

の
本

性

な

い
し
本

質

を

　　
　

エ
ッ

セ

認

識
す

る

こ
と

の
で
き

る
人
間

理

性

は
、
自

ら

の
存
在

の
原

因

と
し

て

の
創

造
主

・
神

を
認
識

し

う
る

の

で
あ

っ
て
、
被

造
物

-
創

造
主

関
係

の



認
識

は
人
間
理

性

が
自

ら

の
ち
か

ら

に
よ

っ
て
遂
行

し

う
る
最

高

の
働

き

に
ほ
か
な

ら

な

い
の
で
あ

る
。

し

か
る

に
、

こ
の
よ

う
な
被

造
物

-
創

造

主
関
係

は
近

代

の
啓
蒙

主
義

的

理
性

に
よ

っ
て
、

科
学

の
名

の
下

に
否

認

さ
れ

る

こ
と
に
な

る
。

カ

ン
ト

は
こ
う

し
た
否

認

を
理
性

の
越

権

と
し

て
批
判

す

る
が
、

こ
の
関
係

を

理
性

に
よ

っ
て
認

識

し
う

る
と
す

る
主

張

も
同
様

に
理

性

の
越
権

と

(13
)

さ

れ

、
カ

ン
ト
以
後

、

レ
リ
ギ

オ

の
哲

学
的

基

礎

と
し

て

の
被
造

物

-
創
造

主
関

係

は
人
間

理
性

に
よ
る

認
識

の
射
程

か
ら
排
除

さ

れ
た
。

し
た

が

っ
て
、
被
造

物

た

る
人
間

が
創
造

主

た
る
神

に
た

い
し

て
何

を
負

う

て

い
る

の
か
、

ま
た
何

を
為

す

べ
き

か
、

と

い

っ
た
事

柄

に

つ

い
て

の
認

識

や
判

断

も
ま
た

人
間

理
性

に

と

っ
て
の
課

題

で
は
な

い
と
さ
れ

た
。

い
い
か
え

る

と
、

ト

マ
ス
が

レ
リ
ギ

オ
と

い
う
倫

理
徳

に
と

っ
て

の
対

象

で
あ

る
と

し
た
事
柄

は
、

人
間

理
性

に
よ

る
思
慮

、
判

断
、

選
択

に

ゆ
だ

ね
ら
れ

る
道
徳

の
領
域

か
ら
排

除

さ
れ

た

の
で
あ

る
。

レ
リ
ギ
オ

他
方

、
人

間

と
神

と

の
か
か

わ
り

と
し

て

の
宗
教

は
、
理
性

に
も

と
つ

い
て

で
は
な

く
、

む

し
ろ
反

理
性
的

も

し
く

は
超

理
性
的

な
信

仰

(14
)

絶
対
的

依
存

の
感

情

と
し

て

の
信
仰

、

あ

る

い
は
恩
寵

と

し
て

の
信
仰

に

も
と
つ

い
て
成

立

す

る
、

と

い
う
考

え
方

が
支
配

的

と

な

っ
た

。

レ
リ
ギ
オ

そ

の
こ
と

か
ら

の
帰
結

と

し
て
、
道

徳

の
主

要

な
要
素

と

し
て

の
敬
神

と

い
う
考

え
方

が
姿

を
消

し
、

自
律
的

な

人
間

理
性

に

ゆ
だ
ね

ら
れ

る
道

レ
リ
ギ
オ

徳

の
領

域

か
ら

は
明
確

に
区

別

さ
れ

た
宗

教

と

い
う
考

え
方

が
登

場

し
た
、

と

い
え

る
で
あ

ろ
う

。

こ
ん

に
ち
道
徳

と
宗

教

と

の
根

本
的

区

別

は

自
明

の
こ
と

と
さ
れ

て

お
り
、

こ

の
自

明
性

を
相

対
化

す

る

こ
と
は
容

易

で
は

な

い
が
、

こ

の
よ
う

な
区
別

は

そ
れ

ほ
ど
長

い
歴
史

を
有

す

る

の

で

は
な
く
、

た

か
だ

か
啓
蒙

的
理

性

の
出
現

ま

で
遡

る

に
す
ぎ

な

い
、

と

い
う

こ
と

は
注
目

に
値

す

る

の
で
は

な
か

ろ
う

か
。

H

二

つ

の

レ

リ

ギ

オ

本

稿

に
お

い
て
考
察

の
対

象

と
な

っ
て

い
る

レ
リ
ギ

オ

は
す

べ
て
の
人
間

が

そ
れ

に
よ

っ
て
生

き
る

べ
き
倫

理
徳

の

一
つ
と

し

て
の

レ
リ
ギ

オ

(敬

神
)

で
あ

る
が

、
周
知

の
よ
う

に

レ
リ
ギ

オ

は
修

道

生
活

あ

る

い
は
修

道
会

と

い
う
、

一
部

の
人
間

の

み
に

か
か
わ

る
生

き
方
あ

る

い
は
制

度

を
意
味

し
、

ト

マ
ス

は
こ

の
意

味

で

の

レ
リ

ギ

オ

に

つ
い
て

『
神
学

大
全

』
第

百

八
十

六
ー

八
十
九

問

題

に
お

い
て
考
察

し

て

い
る
。

こ

の
二



レ
リ
ギ
オ

つ
の

レ
リ
ギ

オ

の
か

か
わ
り

に

つ

い
て
の

べ
る

こ
と
は
、

本
稿

の
主

題

で
あ

る
倫

理
徳

と
し

て

の
敬

神

に

つ

い
て
の
理
解

を
助

け

る

こ
と

に
な
る

と
思

わ
れ

る
。

前
節

で

の

べ
た
よ
う

に
、
倫

理
徳

と
し

て

の
敬
神

の
哲

学

的
基

礎

は
被

造
物

ー
創

造

主
関

係

で
あ

る
と

し
た
場
合

、
被

造
物

が
創

造

主

に
た

い

し
て
当

然
帰

す

べ
き

も

の
a
　

は
ど

の
よ
う

に
し

て
あ

き

ら

か
に
さ

れ
る

の

か
。
被
造

物

は
そ

の
存
在

そ

の
も

の
、
全

存
在

に

お

い
て
創

造

主

に
依

存

し

て

い
る

が
故

に
、
す

べ
て
を
創

造
主

に
負

う

て
お

り
、
す

べ
て
を
神

に
帰

す

べ
き

で
あ

る
、

と

い
え
そ
う

で
あ

る

が
、

そ
れ

は
具
体

(15

)

(16
)

的

に
は

い
か
な

る

こ
と
を
意

味
す

る

の

か
。

神

に
た

い
し

て
は
崇

敬
　

、
然

る

べ
き
尊

崇
　

、

然

る

べ
き
崇
拝
　

(
17
)

(18
)

　、
崇

敬

と
尊

崇
　

を
帰

す

べ
き

で
あ

る
と

い
わ

れ
る

が
、

そ
れ

は
何

を
意
味

す

る

の
か
。

こ
の
点

に

つ

い
て
ト

マ
ス

　ゆ
　

は
、

そ

れ
は

「
わ

れ
わ

れ

の
精

神

が
神

に
従
属

せ

し
め

ら
れ

る

こ
と

で
あ
り
、

そ

の

こ
と

の
う
ち

に
精
神

の
完

全
性

は
存

す

る
」

と

い
う

。
神

に

わ

れ
わ

れ
自
身

を
従

属

さ
せ

る

こ
と
　

が
・

神

に
た

い
し

て
わ

れ

わ
れ
が
負

う

て

い
る
も

の
・
当

然
帰

す

べ
き
も

の

婁

喜

で
あ

り
、

　む

そ

の

こ
と

に
よ

っ
て
神

が
被
造
物

た
る
人

間

の
第

一
根
源

で
あ

り
、
究

極

目
的

で
あ

る

こ
と

が
告
白

さ

れ

る

、

と

い
う

の
で
あ

る
。

で

は
人
間

は

い
か

に
し

て
自

ら

を
神

に
従
属

さ

せ
る

の

か
。
ト

マ
ス
は
人
間

が
自

ら

を
神

へ
と
従

属

さ

せ
る
行
為

と
し

て
、
信

心
　

、
祈

り
　

な

ど

の
内

的
行
為

、

お

よ
び

礼
拝
　

、
犠

牲
　

、

奉
献
　

、
誓

願
　

、

賛
美
　

な

ど

の
外

的
行

為

を
枚

挙

し

て

い
麺

・
た

と

え
ば

・
人
間

は
祈

る
こ

と

に
よ

っ
て
自

ら

が
諸
々

の
善

き
も

の
を
造

り
、
授

け

る
者

と
し

て

の
神

を
必
要

と
す

る

こ
と

　　

を
告
白

す

る

の
で
あ

り
、

そ

の

こ
と
は
人

間

が
神

へ
の
従

属

を
告
白

す

る

こ
と

に
ほ
か

な
ら

な

い
、
と

い
う

の

で
あ

る
。

し

か
し
、
問

題

は

こ
の

点

に
関

し

て
何

を
為

す

べ
き
か

を
人
間

理
性

は
自

ら
判

断

し
、
遂

行
す

る

こ
と

が
で

き
る

か
、

で
あ

る
。

ト

マ
ス
は

こ

の
問

題

に
関

し
て
、

こ
の

よ
う

な
自

ら
を
神

に
従

属

さ
せ

る
と

い
う
行

為

の

一
般

的

・
共
通

的
側

面

に
関

す
る

か
ぎ

り
、
人

間

の
自
然

的
理

性

は

い
か

に
行
為

す

べ
き
か

を

判
断

し
、
命

令

す
る

こ
と

が
で

き
る
、

と

の

べ
て

い
る
。

「
自
然

的
理

性

は
人
間

に
た

い
し
て
、
か
れ

が
自

ら

の
う

ち
に
感

じ

と

っ
て

い
る
欠

陥

そ
れ

ら

に
関

し

て

か
れ
は
或

る
優

れ

た
者

に
よ

っ

て
助
け

ら

れ
、
導

か

れ
る

こ
と
を

必
要

と
す

る

の
ゆ

え
に
、
或

る
優
れ

た
者

に
従

属

せ
し

め
ら
れ

る

べ
き

こ
と
を
命

令

す

る
。

そ

し

て
、



こ
の

《
或

る
優
れ

た
者

》
　

「
が
何

で
あ

ろ
う

と
、

そ
れ

が
万
人

に
お

い
て
神

と
呼
ば

れ

て

い
る
者

に
ほ

か
な

ら
な

い
。

し
か

る

に
、

自
然

的
事

物

に
お

い
て
劣

っ
た
者

共

は
優

れ

た
者

に
自
然

本
性

的

に
従
属

せ

し
め

ら
れ

て

い
る
ご

と
く
、

そ

の
よ
う

に
ま
た
自

然
的

理
性

は
人

間

に
た

い
し

て
、
自

然
本
性

的

傾
向

性

に
も

と
つ

い
て
、

人
間

の
上

位

に
在

る
と

こ
ろ

の
者

に
、
従

属

と
尊
崇

を
、

人
間

の
在

り
方

に
即

　タ

し

て
捧
げ

る

べ
き

こ
と
を
命

令

す

る

の
で
あ

る
。
…

…

…
そ

れ
ゆ

え

に
、
犠

牲

を
捧

げ

る

こ
と
は
自

然
法

に
属

す

る

こ
と
で
あ

る

。
」

　
ゐ
　

ト

マ
ス
は
別

の
箇

所

で
、
神

に

つ
い
て

の
真

理

を
認
識

す

る

こ
と
は
自

然
法

に
属

す

る

と
の

べ
て

い
る

が

、
右

の
引
用

に
お

い
て
は
第

一
根

源

お

よ
び
究

極
目
的

と
し

て

の
神

に

た

い
し

て
当

然
帰

す

べ
き

も

の
を

帰
す

こ
と
は
、

そ

の

一
般

的

・
共
通

的
側

面

に
関
す

る

か
ぎ

り
自

然
法

に
属
す

る

こ
と
で
あ

り
、

し

た
が

っ
て
道
徳

の
領
域

に
属

す

る
、

と
し

て

い
る

の
で
あ

る
。

と

こ
ろ

で
、

こ
の
よ

う
な
自

然
法

の

一
般

的
規
定

か
ら
出

発
し

て
、
神

に
た

い
し

て
然

る

べ
き
尊

崇

を
捧
げ

、

然

る

べ
き

仕
方

で
自

ら
を
従

属

さ
せ

る
た

め
に

は
具
体
的

に
何

を
為

す

べ
き

か
を
特

殊
的

に
規

定

す

る
こ

と
は
、

ト

マ
ス

に
よ

る
と
実
定

法

(人

間
的

お
よ

び
神
的

)

に

と

っ
て

(26
)

の
課
題

で
あ

る
。

そ
う

し
た
特

殊
的

規
定

に
関

し
て

は
時
代

、
地

域

に

よ

っ
て
多

様
性

が

生

じ
る

こ
と

は

い
う

ま

で
も

な

い
。
数
多

く

の
諸

々

の

「宗

教

」

は
ま
さ

し
く

こ

の
よ
う

な
特
殊

的
規

定

と

の
関

係

に

お

い
て
生

じ

た
も

の

で
あ

る
、

と
も

い
え

る
で
あ

ろ
う
。

し
た

が

っ
て
、

こ

こ
で
わ

れ
わ

れ
は

あ
ら

た
め

て
道
徳

と
宗

教

と

い
う

問
題

に
直

面

す

る
こ

と
に
な

る
。

よ
り
厳

密

に

い
う
と
、

自
然

法

の
掟

レ
リ
ギ
オ

ヘ

レ
リ
ギ
オ

と
し

て
の
敬
神

(
そ
れ

は
倫

理
徳

と
し

て

の
敬

神

の
出
発

点

で
あ

る
)

と
、
神

に
関

し

て
何

を
信

じ
、

ま
た
神

に
た

い
し

て

い
か
な
る
礼

拝

を
捧

げ

る

べ
き

か
、

な

ど
を
教

え

る
も

の
と

し

て
の
宗
教

と

の
間

の
関
係

、

と

い
う
問
題

で
あ
る
。

私

の
考

え

で
は
、

こ

の
問

題

を
正

し
く

つ
き

と
め

(27
)

(28
)

る
こ
と

に
よ

っ
て
、
こ
ん

に
ち
宗

教
的

真

理

、
お
よ
び

宗
教

の
多

元

性

な
ど

の
問
題

を

め
ぐ

っ
て
行

わ

れ

て

い
る
議

論

に
何

ら
か

の
光

を
あ

て
る

レ
リ
ギ
オ

こ
と
が

で
き

る
よ
う

に
思

わ

れ
る
。

裏

か
ら

い
え
ば

、
自

然
法

の
掟

(
そ
し

て
ま

た
倫
理

徳
)

と

し
て

の
敬
神

と

の
結
び

つ
き
を
明
確

に
意
識

す

る
こ
と

な
し

に
諸

々

の
宗

教

の
間

に
見
出

さ

れ
る
多

様
性

や
対

立

が
問
題

に
さ
れ
、

そ

れ

に
た

い
す

る
解

決

が
追
求

さ

れ
て

い
る

と
こ

ろ

に
、

混

乱

の

一
つ
の
源

泉

が
あ

る
よ
う

に
思

わ

れ
る

の
で
あ

る
。

た
と

え
ば
、

諸

々

の
多

様

な
宗

教

の
間

に
あ

っ
て

い
ず

れ

が
真

の
宗

教

で
あ

る

か
が
問

題

に
さ

れ
る
場
合

、

い
ず

れ

か

の
宗
教

の
信
奉
者

が
何



の
根

拠

も
示
す

こ
と
な
く
自

ら

の
宗
教

を
絶

対
視

し

て
、
他

の
す

べ
て

の
宗

教

は
自

ら

の
宗

教

と
は
異

な

る
が

故

に
邪
教

で
あ

り
、
迷

信

で
あ

る

と
断

定

す
る

こ
と

は
条

理

に
反

す
る
。
他

方

、
「
真

の
」
宗

教

に
固
執

す

る

こ
と
が

そ
も

そ
も

誤
り

で
あ

っ
て
、
神

へ
と
到

る
道

に

は
様

々
の
も

の

が
あ
り
、
宗

教

は
本
来

多

元
的

な
も

の

で
あ

る
、

と

い
う

主
張

で
も

っ
て
宗

教

を
相

対
化

す

る

こ
と
も
正

し

い
と

は

い
え
な

い
。

い
ず

れ

の
主
張

も
、

自

ら
が
十

分

な
根

拠

を

も

っ
て
判
断

を
下

し

え
な

い
こ
と

に

つ
い
て
判
断

を
下

し

て

い
る
か

ら
で
あ

る
。

む

し
ろ
、

そ
れ

ぞ
れ

の
宗

教

の
信

奉
者

が
自

ら

の
宗
教

こ
そ

「
真

の
」
宗

教

で
あ

る

と
確

信

し
、

主
張

す

る

こ
と
は
当

然

で
あ
り

、
そ

こ

に
は

何

ら
妥
協

の
余

地

は
な

い
。

そ
し

て
、

か
れ

は
他

の
宗
教

の
信

奉
者

が
同

様

の
主
張

を
す

る

こ
と
を

理
解

し
、

評
価

で

き
る

の
で
あ

る
。

し

か
し
、

レ
リ
ギ
オ

こ

の
確

信
な

い
し
主

張

は
万
人

が
認

め

る
自
然

法

の
掟

(お

よ
び
倫

理
徳

〉

と
し

て

の
敬

神

の
光

の
下

に
、
厳

し

い
吟
味

に
さ
ら

さ
れ
な

け

れ
ば

な
ら

な

い
。

こ

の
吟

味

を
通

じ
て

「
宗
教

」

と
呼
ぼ

れ

て

い
る
も

の

に
ふ
く

ま
れ

て

い
る
迷
信

の
要

素

を
排
除

し
、

時

と
し

て
は

「
宗
教

」

と
呼

ば

れ

て

い
る
も

の
の
全
体

を
迷

信

と
し

て
斥

け
な

け
れ
ば

な

ら
な

い
の
で
あ

る
。

い
う

ま

で
も
な

く
、
私

は

こ

こ
で
様

々

の
宗

教

と
結
び

つ

い
て

い
る
超

自
然

的
啓

示
、

神
秘

的
体

験
、

神
学

的

あ

る

い
は
宇

宙
論

的
教

説

な
ど

を
吟
味

に
さ
ら
す

べ
き

だ
、

と
主
張

し

て

い
る

の
で
は

な

い
。

そ

れ
ら

に

つ

い
て
は
、

そ
れ

ぞ
れ

に

ふ
さ
わ

し

い
仕

方

で
弁
証

や
論

議

が
な

さ
れレ

リ

る

べ
き
で
あ

ろ
う

。
私

が
主
張

し

て

い
る

の
は
、
神

へ
の
道

と
し

て
提

示
さ

れ

て

い
る
宗

教

に

つ

い
て
は
、
万

人

が
認

め
る
自

然
法

と

し
て

の
敬

ギ
オ

レ
リ
ギ
オ

神

の
光

の
下

に
、

そ
れ

が
果

し

て
真

の
宗

教

で
あ

る

か

い
な

か
、
常

に
厳

し

い
吟
味

に
さ
ら

さ
れ

る
必
要

が

あ
る
、

と

い
う

こ

と
で
あ

る
。

い
い

レ
ヨ
ギ
オ

レ
ぽ
ギ
オ

レ
リ
ギ
オ

か
え

る
と
、

こ
ん
に
ち
宗

教

と
呼
ば

れ

る
も

の

は
、

こ
の
言

葉

の
本

来

の
意

味

に
し
た

が

っ
て
敬
神

で
あ

る
か
ぎ

り
、

そ
れ

が
真

の
敬
神

で
あ

る

た

め
に
厳

し

い
道

徳
的

吟
味

に
さ
ら

さ
れ

る
必
要

が
あ

る
。

こ
の
意
味

で

の
道

徳

と
宗
教

の
結

び
付

き

を
回

復
す

る

こ
と

に
よ

っ
て
、

こ

ん
に

ち

宗

教
的

真

理

お
よ
び
宗
教

の
多
元
性

を

め
ぐ

っ
て
行

わ
れ

て

い
る
議

論

を
正

し

い
軌

道

に
の
せ

る

こ
と
が

で
き

る

の
で
は

な

い
か
。

と
こ
ろ

で
、

わ
れ

わ
れ
が

現
実

に
倫

理
徳

と

し
て

の

レ
リ
ギ

オ

の
形
成

を
め
ざ

す
場

合
、

わ

れ
わ

れ
は
、

わ

れ
わ

れ
を
助

け
、
導

く
者

で
あ

る

神

の
意

志

を
明
確

な
仕
方

で
知

る
必
要

が
あ

る
。

レ
リ
ギ

オ

の
徳

は
人

間

が
自

ら
を
完

全

に
神

に
従
属

さ

せ
る

こ
と

に
存
す

る

が
、

神

に
自

ら

を



従
属

さ

せ
る
た

め

に
は
神

の
意
志

を
知

る
必
要

が
あ

る

か
ら

で
あ

る
。

キ
リ

ス
ト
儒
者

の
場
合

、
神

の
意
志

を

知

る
た

め
に

は
、

希
望

に
よ

っ
て

支

え
ら

れ
、
愛

に
よ

っ
て
完
成

さ

れ
た
信

仰

が
必
要

で
あ

り
、
し
た
が

っ
て

レ
リ

ギ

オ

の
徳
-
!

そ
れ

は
倫

理
徳

で
あ

り
、
万
人

共
通

で
あ

る
i

〈29
)

の
形
成

の
た
め

に
は
、

信
仰

、
希

望
、

愛

と

い
う
対
神

徳
　

が
必

要

で
あ

る
、

と

い
わ

な

く

て
は

な

ら
な

い
。

い

い
か
え

る

と
、

キ

リ

ス
ト
信
者

の
場
合

、

レ
リ
ギ

オ

の
徳

の
完

全
な
実

現

は
、

信
仰

、
希
望

、
愛

に
も

と
つ

い
て
神

と

の
完

全

な

一
致

に
お

い
て
生

き

る
こ

と

に
存
す

る
、

と

い
え
る

で
あ

ろ
う
。

と

こ
ろ
が
、
そ

の
よ
う

な

レ
リ
ギ

オ

の
徳

の
完
全

な
実

現

あ
た

か
も
全

焼

の

い
け

に
え

げ
　

が
神

に
献
げ

ら
れ

る

よ
う

に
、
自

己
を
全

面
的

に
神

へ
の
奉
仕

と
礼

拝

の
た

め

に
献

げ

尽
す
生

活

が
修
道

生
活

と

し

て
の

レ
リ
ギ

オ

に
ほ

か
な

ら
な

い
、

と
ト

マ
ス
は

い
う
。

す

な
わ

ち
、
普

通

の
、
万
人

共
通

の
倫

理
徳

と

し

て
の

レ
リ
ギ

オ

に
お

い
て
は
、

わ

れ
わ
れ

は
神

へ
の
奉

仕

と
礼
拝

の
た
め

に
「
何

も

の
」
　

レ

リ

ギ

オ

か
を
捧

げ

る

の
で
あ

る
が
、

修
道

生
活

に
お

い
て
は
自

ら

と
、
富

ら

の
持
物

す

べ
て

を
　

捧

げ

る

の
で
あ

り
、

そ
れ

は
換
称

(30
)

レ

リ

ギ

オ

的

に
　

レ
リ
ギ

オ
と
呼

ば

れ
る

の

で
あ

る

。
ト

マ
ス

に
よ
る

と
、
修

道
生

活

と
は
、
愛

の
完

全
性
…
ー

そ

れ
が
霊

的
完

全
性
　

　
に
ほ

か
な

ら
な

い

へ
と

わ
れ

わ
れ

を
導

く

と

こ
ろ

の
、

何

ら

か

の
訓
練

鰹
ω
o
覧

ぎ
鋤
な

い
し
修
業
　

で
あ

(31
)

(32
)

る

。
そ

し

て
、

こ

の
よ
う

な

訓
練

・
修

業

の

た
め

に
必

要

・
不

可
欠

な

も

の

と
し

て
、
自

発

的

清

貧
　

、

恒

久
的

禁

欲

(33
)

(34
)

　、

お

よ
び

従

順
　

-

そ
れ

ら

に
よ

っ
て
自

ら
と
自

ら

の
持
物

が
す

べ
て
放

棄

さ

れ
る
ー

が
要

求

さ

れ

る
。

し

か
も
、
修

道
者
　

は
、
自

ら
を

い
わ
ば
全

焼

の
い
け

に
え

と
し

て
献
げ

る
者

と

し
て
、
こ

れ
ら
三

つ
を

誓
願
　

に
よ

っ
て
自

ら

(
35
)

レ

リ

ギ

オ

に
課

し
、
自

ら
を
全

面
的

に
お
し

み
な

く
神

へ
の
奉

仕

と
礼
拝

の
た
め

に
捧
げ

る

。
修
道

生
活

の
完

全
性

は
、

ま
さ

し
く

こ
れ
ら

三

つ
の
誓

願

に

(36
)

存

す

る

の
で
あ

る

。

レ

リ

ギ

オ

修
道

生
活

は
世
俗

の
生
活

か
ら

区
別

さ

れ
た
聖

な

る
生
活

で
あ

る

と
考

え
ら
れ

て

お
り
、

ま
た
荘

厳

な
儀
式

、
厳

し

い
戒
律

な

ど
、
通

常

「
宗

教

」

と
呼
ば

れ

る
も

の
に
特
有

の
要

素

を

ふ
く

む
も

の
で
あ

る

た
め
、

そ

れ
と
倫

理
徳

と

し
て

の

レ
リ
ギ

オ

と

の
問

に
は

(
ふ

つ
う
宗
教

と
道

徳

の
間

に
見
出

さ
れ

る
と

さ
れ

て

い
る
)
断

絶

が
あ

る

と
考

え

ら
れ

る

か
も
し

れ
な

い
。

し

か
し
、

こ

の
二
者

は
神

に
た

い
し

て
当
然

帰

す

べ
き
も



の
を
帰

す

る
、

と

い
う
点

で
は
本
質

的

に
同

じ

で
あ

っ
て
、
異

な

る

の
は
前
者

は

そ
れ

を
全
面

的

に
遂
行

し

て

い
る
、

と

い
う

点

だ
け

で
あ

る
。

す

な

わ

ち
、

修
道

者

は
さ

き

に
の

べ
た

三

つ
の
誓

願

に

よ

っ
て
、
愛

の
完

全

性

を

め

ざ

す

者

と

い
う

意

味

で

の

「
完

全

性

の
身

分

」
　

　
へ
と
自

ら

を
拘
束

す

る

こ
と

に
よ

っ
て
、
神

に
当

然
帰

す

べ
き

も

の
を

、
全
面

的

に

お
し

み
な
く
帰

し

て

い
る

の
で
あ

る
。
お
そ
ら

く
、

万
人

に
共
通

な
倫

理
徳

と

し
て

の

レ
リ
ギ

オ
は
小

さ

な
文
字

の

レ
リ
ギ

オ

で
あ

り
、

こ
れ

に
た

い
し

て
修
道

生
活

と

し
て

の

レ
リ

ギ

オ
は
読

み
易

い
よ
う

に
大

き

な
文
字

で
書

か

れ
た

レ
リ
ギ

オ

で
あ

る
、

と
言
う

こ
と
が
許

さ

れ
る

の

で
は
な

か
ろ
う

か
。

m

レ

リ

ギ

オ

の

行

為

と

し

て

の

祈

り

次

に
ト

マ
ス
に

お
け

る
倫

理
徳

と
し

て

の

レ
リ
ギ

オ

の
概

念

を
あ

き

ら

か

に
す

る
た

め

に
、

か
れ

が

レ
リ

ギ

オ

の
内

的

行
為

と
し

て

の
祈

り

　
の
本

質

を

ど
の
よ

う

に
理
解

し

て

い
た

か
を

ふ
り

か
え

る

こ
と

に
し
た

い
。
通

常
、

祈

り
は
典

型
的

な

「宗

教

的
」
行

為

と
見

な
さ

れ

て

お
り
、

そ

れ
を
倫

理
的

な

い
し
は
道

徳
的

な

生

き
方

と
結

び

つ
け

る

こ
と
は
奇

異

な
感

じ
を
与

え
、

人

々
を
困

惑

さ

せ
る

に
違

い
な

い
。

し

か
し
、

ト

マ
ス
が
祈

り

の
本

質

に

つ
い
て

の
べ
て

い
る

と

こ
ろ
を

ふ
り

か
え

る
こ

と
に

よ

っ
て
、

祈

り

の
行

為

は
、

わ
れ

わ
れ

が
日
常

の
生

活

に

お

い
て

何
ら
か
の
目
的
に
到
達
す
る
た
め
に
行
う
様
々
の
行
為
と
同
様
に
、
自
由
な
主
体
と
し
て
の
人
間
の
行
為
ー

自
由
の
因
果
性
を
行
使
す
る
こ
と

で
あ

り
、

そ

れ

を
道
徳

の
領
域

に
位

置

づ
け

る

こ
と

に
は
根

拠

が
あ

る

こ

と
が

理
解

さ

れ

る
で

あ

ろ
う
。

さ

ら

に
祈

る

こ
と

の
適

わ

し

さ

　
に
関

す
る

ト

マ
ス

の
立

場

を
考
察

す

る

こ
と
を
通

じ

て
、
第

一
原

因
た

る
神

の
因
果

性

と
、
自
由

な
主

体

と
し

て
人
間

が
行

使

す

る
因

果
性

と

の
関

わ

り

に
光

が

あ

て
ら
れ
、

そ

の

こ
と

に
よ

っ
て
人
間

の
自

由

・
自
律

性

と
神

へ
の
従

属

を
め

ぐ
る
、

道
徳

と
宗

教

の
問
題

を
考

え

て

い
く

さ

い

の
何

ら

か

の
手

が

か
り
が

え
ら

れ

る
で
あ

ろ
う
。

ト

マ
ス
は
初

期

の
著
作

『命

題
論
集

註
解

』

お

よ
び

『
正
規

討
論
集

・
真

理

に

つ
い
て
』

か
ら
、
中

期

の

『
対
異

教
徒
大

全

』

を
経

て
後

期

の

新
約

聖
書

、

パ
ウ

ロ
書
翰

お
よ
び

ヨ

ハ
ネ

、

マ
タ

イ
福
音

書
註
解

、

『
神
学

大
全

』
に

い
た
る

ま
で
、

繰
返

し
祈

り

に

つ
い

て
の
考
察

を
行

っ
て
お



り
、
独

自

の
祈

り

の
神

学

を
形
成

し

て

い
る
。

こ

こ
で
は

こ
れ

ら
初
期

か
ら
後
期

に

い
た

る
論
述

の
う
ち

に
見
出

さ

れ
る

ト

マ
ス

の
祈

り

の
神
学

　　

の
発

展

に

つ

い
て
詳

し
く

の

べ
る

こ

と

は

で

き

な

い
が
、

初

期

の

『命

題

論
集

註

解

』

に

お

い
て

は
、
祈

り

は
悔

俊
　

の
秘

跡

　
に
関

す

る
論

述

の

一
部

(施

し
、

断
食

と
共

に
、

祈

り
は
罪

の
償

い
を
果

す
た

め

の
業

と

し

て
考

察

さ
れ

て

い
る
)
と
し

て
考
察

さ
れ

て

い
る

の
に
た

い
し

て
、
中

期

の

『対

異
教

徒
大

全
』

で
は
神
的
摂

理

に
関

す

る
論
述

(第

三
巻

第

六
十

四
ー
百
十

章

)

の
な

か
で
祈

り

の

問
題

が
取

り
上
げ

ら

れ
て

お
り
、

『
神
学

大
全

』

で
は
倫

理
徳

・
正

義

に
関
す

る
論
考

の
な

か
で

レ
リ
ギ

オ

の
内

的

行
為

と

し
て

の
祈

り

が
考

察

さ

れ
る
、

と

い
う
風

に
、

ト

マ
ス
が
様

々

の
角

度

か
ら
祈

り

の
問
題

と
取

り
組

み
、
自

ら

の
祈

り

の
神

学

を
発

展

さ
せ

て

い
る
こ

と
は
注

目

に
値

い

す
る
。

祈

り

の
本

質

に
関

し
て

は
、
ト

マ
ス
は
初
期

の
著
作

か
ら
最
後

ま

で

一
貫
し

て
、
祈

り

は
請

い
求

め
　

の
行
為

で
あ
り
、
そ
し

て
請

い
求

め
は
情

意
　

に
か
か

わ
る

も

の
で
は

な
く
、

(実
践

)

理
性

に
属

す
る

行
為

で
あ

る
、

と
主
張

す

る
。

こ
れ

は
ト

マ
ス
の
祈

り

の
神
学

の
著

し

い
特
徴

で
あ

っ
て
、

か
れ

は
祈

り
を
、

神
的

な
事

柄

に

つ

い
て
の
冥
想

、
愛

に
お
け

る
神

と

の

一
致
、

あ

る

い
は
観

想
　

に
お

け
る
神

と

の
全

き
合

一
な

ど
と
同

一
視

し

よ
う

と
す

る
、
い
わ
ば
敬
虔

主

義
的

な
祈

り

の
神
学

を
斥

け

て
、
祈

り
と

は
何

よ
り
も

わ
れ

わ
れ

が
必
要

と

す
る

も

の
を
神

に
願

い
、
請

い
求

め

る

こ
と

で
あ

る
、

と

い
う
素

朴

な
祈

り

の
神

学

を

一
貫

し

て
提

示

す

る

の
で
あ

(39
)

る

。た
し

か

に
、

祈

り
を
意

味

す
る

ラ
テ

ン
語

と
し

て
早
く

か
ら
定
着

し

た

の
は
請

い
求

め
を
意
味

す

る
　

な

い
し
　

で
は

な

く

て
、

「
語

り
」

を
意
味

す

る
　

で
あ

り
、

カ

ッ
シ
オ
ド

ー

ル

ス
が

の

べ
て

い
る

よ
う

に

「声

と

な

っ
た

理

性

」
　

と

も

い
う

あ
　

べ
き
も

の

で
あ

る

。

し
か

し
、
ト

マ
ス
に
よ

る

と
、

「祈

り
」
を
単

に
神

と
語

る

こ
と
、
あ

る

い
は

「
精

神

(知

性
)
を
神

へ
と
上

昇

さ
せ

る

こ
と
」

あ
　

　
で
あ

る

と
す

る

の
は
、
祈

り

に
ふ
く

ま
れ

て

い
る

一
つ
の
要

素

を
言

い
当

て

る
こ
と

で
は
あ

っ
て
も
、

祈

り

お
　

の
本

質

を
捉
え

る

に
は
到

っ
て

い
な

い
。
祈

り

の
本

質

は
、

人
間

が
自

ら

の
願

い
を
神

が

か
な

え

て
く
だ

さ
る

よ
う
請

い
求

め

る

こ
と
で

あ
り
、

こ
う

し

た
請

い
求

め
は
何

ら

か
の

「秩

序

づ
け

」
　

で
あ

る
か
ぎ

り

に
お

い
て
、

そ
れ

は

(実

践

)
理
性

の
働

き

で
あ

る
、

と
さ

れ
る

の



(馨

で
あ

る
。

し

か
し
な

が
ら
、

こ
の
よ
う

に
祈

り

の
本

質

は
神

に
何
事

か
を
請

い
求

め

る
こ

と
で
あ

る

と
解

す

る
立
場

は
、
敬
虔

な
宗

教
的

態
度

と

は
程
遠

い
、
身

勝
手

で
粗

野
な
考

え
方

を
示

す
も

の
で
は

な

い
の
か
。
祈

り
と

は
ひ

た
す
ら
神

に
向

っ
て
わ

れ
わ

れ

の
心
を
高

め
、

神

と
語

り
、
神

を
賛

美

し
、
神

に
感

謝

す
る

こ
と

で
は

な

い
の
か
。

あ

る

い
は
神

の
前

に
自

ら

の
罪

を
告
白

し
、
自

ら

の
罪
過

を
歎

き
悲

し

む
こ

と
こ
そ
、

真

の
祈

り

で
は
な

い
の
か
。
神

は

わ
れ

わ
れ

の
願

い
、

わ
れ

わ
れ

の
必
要

と
す

る

も

の
を
、

わ
れ

わ
れ
自
身

よ

り

も
よ

り
よ
く

知
り

給
う

て

い
る

の
で
あ

り
、

そ
う

し
た

こ
と
を
講

い
求

め

る
祈

り
は
無

用

で
は

な

い
の
か
。

ト

マ
ス
は

こ
の
よ
う

な
反

対
論

を
十

分

に
承
知

し

た
上

で
、
あ

え

て
祈

り

の
本
質

レ
ぢ
ジ
オ

は
神

に
何
事

か
を
講

い
求

め

る

こ
と
で

あ
る

と
主
張

し

た
。

じ

っ
さ

い
に
、

か
れ

は
祈

り

の
本

質
を

こ
の
よ
う

に
解

す

る

こ
と
と
、
祈

り

は
敬
神

(
の
徳

〉

の

(内
的

)
行

為

で
あ

る
、

と

い
う

か
れ

の
基

本
的

立
場

と

が
矛
盾

す

る
よ

う

に
見

え

る

こ
と
を
十

分
承

知

し
て

い
た

の
で
あ

る
。

レ
リ
ギ
オ

ト

マ
ス
は
第

八
十

三

問
題
第

三
項

(
「
祈

り
は
敬
神

の
行
為

で
あ

る

か
」
)

の
第

三
異
論

を
次

の
よ
う

に
提

示
す

る
。

「
敬
神

に
は
、

人

が

《
神

的
本

性

に
礼
拝

と
祭

儀

を
捧
げ

る
》

(
キ
ケ

ロ

『
修
辞

論
』

第

二
巻
第

五
十

三
章

)

こ

と
が
属

す
る

よ
う

に
思

わ
れ

る
。

し

か
る

に
、
祈

り

は
何

か
を
神

に
捧
げ

る

こ
と
で

は
な
く

、

む
し

ろ
何

か
を
神

か
ら
取

得

す
る

た

め
に
請
願

す

る

こ
と

で
あ

る

よ
う

に
思

わ

れ
る
。

そ

れ
ゆ

え

に
、

祈

り
は
敬
神

の
行
為

で

は
な

い
。
」

こ
の
異
論

に
た

い
す

る
ト

マ
ス

の
解

答

は
、

講

い
求

め
と

し
て

の
祈

り

こ
そ

人
間

が
神

に
捧
げ

う

る
最

も

ふ
さ
わ

し

い
捧

げ

も

の
で
あ

り
、
神

に

(
44
)

た

い
し

て
崇

敬

と
尊
崇

を
捧

げ

る

こ
と

に
ほ

か
な
ら
な

い
、

と

い
う

も

の
で
あ

る
。

請

い
求

め

る

こ
と
が
捧
げ

る

こ

と
で
あ

る
、

と

い
う

の
は
逆

説
的

に
響

く

か
も
し

れ
な

い
が
、

ト

マ
ス
が
言

お
う

と
す

る

の
は
ご

く
平
凡

な

こ
と

で
あ

る
。

す
な

わ
ち
、

請

い
求

め
と

し
て

の
祈

り

は
、

人
間

が

そ

の
存
在

と
持

ち
物

の
す

べ
て

に
お

い
て
神

に
依
存

し
、

神

を
必
要

と

し
て

い
る

こ
と

の
告
白

で
あ

っ
て
、

こ

の
告
白

に
よ

っ
て
人
間

は
自

ら

を
神

に
完

全

に
従

属

さ

せ
る
。

そ
し

て
、

人
間

が
自

ら
を
完

全

に
神

に
従
属

さ

せ
る

こ
と

こ
そ
、
神

に
た

い
し

て
崇
敬

と
尊

崇

を
捧

げ

る

こ
と

に

ほ

か
な

ら
ず
、

そ
れ

が
神

に
捧
げ

う

る
最

も

ふ
さ
わ

し

い
捧

げ

も

の
な

の
で
あ

る
。

『詩

篇

』
第

五
十

一

(第

十
九

節

)
に

「
し

か
し
神

の
求

め

る

い
け

に
え
は
打

ち
砕

か
れ

た
霊

し

と

い
わ

れ

て

い
る

が
、
請

い
求

め

と
し

て

の
祈

り

に
お

い
て
神

に
捧

げ

ら
れ

る

の
は
、
神

な

し

に
は
自

ら
が
無



で
あ

る

こ
と
を
告

白

し
、
自

ら

を

へ
り
下

ら

せ
、

神

に
全
く

従
属

さ

せ
る

「
砕

か
れ

た
霊
」

に
ほ
か

な
ら
な

い
。

さ
き

に
ふ
れ

た
よ

う

に
、

ト

マ
ス
は

「祈

り

は
神

へ
の
精

神

の
上
昇

で

あ
る
」

と

い
う

ヨ

ハ
ネ

ス

・
ダ

マ
ス
ケ
ヌ

ス

の
言
葉

を

し
ば

し
ば
引

用

　
　

す

る
が
、
神

へ
の
精

神

の
上

昇

と
は
、

よ
り
厳

密

に
は
、
精

神

が

へ
り
く

だ
り

を
も

っ
て
自

ら

を
神

に
従
属

さ

せ
る

こ
と

で
あ

り

、

こ

の
よ
う
な

(46
)

(47
)

従
属

に
お

い
て
人
間

の
精
神

は
完

成

さ

せ
ら
れ

る
、

と

い
う

の
が

ト

マ
ス

の
基

本
的

な
考

え
方

で

あ
る
。

別

の
箇

所

で
ト

マ
ス

は

「
わ
れ

わ
れ

の

善

の
全
体

が
、

わ

れ
わ
れ

が
神

に
従
属

せ
し

め
ら
れ

て

い
る

こ
と

に
存

す

る
」

と

の

べ
て

い
る
。

そ

し

て
、

右

に
見

た
よ

う

に
、

人
間

が
自

ら
を

完
全

に
神

に
従

属

さ
せ

る
の

は
請

い
求

め
と

し
て

の
祈

り

に
お

い
て
で
あ

る
。

こ

の
よ
う

に
見

て
く

る

こ
と

に
よ

っ
て
、
請

い
求

め

と
し

て

の
祈

レ
リ
ギ
オ

り
こ
そ
敬

神

の
行
為

で
あ

る
、

と

い
う

ト

マ
ス

の
立

場
が

た

ん
な

る
逆

説

で

は
な

い
こ

と
が
あ

き
ら

か

に
さ
れ

る
が
、

同
時

に
そ

の
よ
う

な
祈

り

が
わ
れ

わ
れ

の
人
間

と

し
て

の
全

き
善

、

あ

る

い
は
完
全
性

を

実
現

す

る
行
為

で
あ

る

と
す

れ
ば

、

そ

の
意

味

で
は

ま
さ

し
く
道

徳

の
領
域

に
属

す

る
も

の

で
あ
る

こ
と

も
理
解

さ

れ
る

の
で

は
な

か
ろ
う

か
。

次

に
祈

る
の
は
適

わ

し

い
こ
と
、

道
理

に
か
な

っ
た

こ
と

で
あ

る

か
、

と

い
う
問

題

に

つ

い
て

の
ト

マ
ス
の
考

え
を

ふ
り

か
え

る
こ

と
に
し

た

い
。
初

期

の

『
命
題

論
集

註
解

』

に
お

い
て
は
祈

る

こ
と

の
有

用
性

な

い
し
必

要
性

に

つ
い
て

の
言

及

は
あ

る
が
、
祈

る
こ

と

に
は
意

味

が
あ

る

の
か
、
祈

り
は
有
効

な

の

か
、

と

い
う
問

題

は
明
確

な
形

で
は
提
起

さ

れ

て

い
な

い
。

こ
れ

に
た

い
し

て
同

じ
く
初

期

の
著
作

な
が

ら
、

す

こ
し

(48
)

後

で
書

か

れ
た

『真

理

に

つ
い

て

』
に

お

い
て
は
、
祈

り

の
有
効

性

に
関

す
る
極

端

な
見
解

(ω
神

の
定

め

の
不
可
変

性

の
ゆ
え

に
祈

り
は
無
効

②

祈

り
は
神

の
定

め
を
変

更

さ

せ
る

こ
と
が

で

き
る
が

ゆ

え
に
有
効

)

が
斥

け
ら

れ
、
祈

り

は
神

の
定

め
を
変

更

さ
せ

る

こ
と
は

で
き
な

い
が
、

神

の
定

め

に
も

と
つ
く
結

果

が
到
達

さ

れ

る
た

め

に
必
要

と
さ
れ

る

の
で
あ

り
、

そ

の
意

味

で
有
効

で
あ
る
、

と
主

張

さ
れ

て

い
る
。
す

な

わ
ち
、

こ
れ

ら
極
端

な
見

解

は
第

一
原
因

た

る
神

の
因
果
性

と
結

果

と

の
関

係

の
み
に
目

を
向

け

て

い
る
が
、
祈

り

の
有
効

性

に

つ

い
て
正

し
く

考

え
る

た

め
に
は
、

自
由

な
行
為

主
体

と
し

て

の
人

間

に
よ

っ
て
行
使

さ
れ

る
第

二
次

原

因

の
因
果
性

と
第

一
原
因

お
よ
び

結
果

と

の
関
係

を

も
考
慮

に

入

れ
な
く

て
は

な
ら

な

い
、

と

い
う

の
で
あ

る
。



中

期

の

『対

異
教

徒
大

全
』

に
お

い
て
も
、

祈

り
は
第

一
原

因

で
あ

る
神

に
働

き
か

け

て
、

神

を
動

か
す

た
め

に
為

さ
れ

る

の
で
は

な
く
、
第

一
原
因

の
秩
序

の
内

部

に
お

い
て
、

神
的

摂

理

に
従

っ
て
第

二
次
原

因

と
し

て
結
果

を
生

ぜ

し
め

る
た

め

に
捧

げ

ら
れ

る

こ
と
が
あ

き

ら
か

に
さ

(49
)

れ

る

。
祈

り
が
有
効

で
あ

る
の
は
、
神

的
摂

理

の
不
可

変

な
秩
序

を

ゆ

る
が
す

が

ゆ
え

に
で
は

な
く
、

こ

の
よ
う

に
請

い
求

め
る
者

に
た

い
し

て

(50
)

こ

の
こ
と

が
聴

き

と

ど
け
ら

れ
る

と

い
う

こ
と
自
体

が
、
神

的
摂

理

の
秩
序

に
ふ
く

ま
れ

て

い
る

こ
と

に
よ

る
、
と

い
う

の
で
あ

る
。

ト

マ
ス

に

よ
る

と
、
祈

り

の
有

効
性

に
関

す

る
誤

っ
た
見

解

は
第

一
原
因

の
普

遍
的

秩
序

と
、

第

二
次

原
因

の
特
殊

的
秩

序

と

の
間

の
相

違

を
理
解

し

な

い

と

こ
ろ
か

ら
生
じ

て

い
る
、

と

い
う
。

人
間

の
意
志

や

願
望

(祈

り

は
そ

こ
か
ら
生

ず

る
も

の

で
あ

る
が
)

な
ど
第

二
次

原

因
は
、

第

一
原

因

の

普

遍
的

秩
序

と
対

立
す

る

の
で

は
な
く
、

む
し

ろ
そ
れ

に

ふ
く
ま

れ
、

そ
れ

に
依
存

す

る

こ
と

に
よ

っ
て
自

ら

に
固
有

の
因

果
性

を
行
使

す

る

の

で
あ

る
。

し
た

が

っ
て
、

神
的

摂

理

の
秩

序

は
不

可
変

で
あ

る
が

ゆ

え

に
、

わ
れ

わ
れ

は
或

る

こ
と
を
神

か
ら
授

け

ら
れ

る
た

め
に
祈

る

べ
き

で

(51
)

は
な

い
、

と
言
う

の
は
、

ど
こ

か

に
行

き

つ
く

た
め

に
歩
く

べ
き
で

は
な

い
、

と
言
う

の
と
同

じ
く
不

条
理

で
あ

る
、

と

ト

マ
ス
は

い
う

。
(52
)

こ
の
よ

う
な
議

論

を

ふ
ま
え

た
上

で
、

ト

マ
ス
は
後

期

の
著
作

『
神
学

大
全

』
に
お

い
て

「
祈

る

の
は
適

わ
し

い
　

こ
と

で
あ
る

か
」

(53
)

と
問

う
。

ト

マ
ス
は
昔

の
人

々
が
祈

り

に
関

し

て
陥

っ
た
誤

り

に
は
三
種

類

の
も

の
が

あ

っ
た
、

と

の

べ
、
そ

の
第

一
と

し
て
人

間
的

な
事

柄

は

そ

も
そ
も
神

的
摂

理

の
下

に
は

な
く
、

し

た
が

っ
て
神

に
祈

る

こ
と

は
無
意

味

で
あ

る
と

い
う
見

解

を
挙
げ

る
。

し

か
し
、

祈

る

こ
と

の
適

わ

し

さ
、

な

い
し
有

用
さ
、

有
効

性

と

い
う

問
題

は
神

的
摂

理

と
人
間

的

な
事
柄

と

の
関

わ
り

の
な

か

で
提

起

さ
れ

る
も

の

で
あ

る

か
ら
、

こ
こ
で

は

こ
の
見
解

は
問
題

に
は
な

ら
な

い
。
第

二
は
人
間

的

な
事
柄

が
神

的
摂

理

の
下

に
あ

る

こ
と
を

認

め
る
が
、

神
的

摂

理

の
不

可
変

性

の
ゆ

え

に
そ

こ
で
は
す

べ
て
が
必
然

性

か
ら

し

て
生

起

す
る

が

ゆ
え

に
、

祈

り
は
何

の
役

に
も
立

た
な

い
と
す

る
見

解

で
あ

る
。

そ
し

て
第

三
は

(第

二

と
同

じ

く
)
人

間
的

な
事
柄

が
神

的
摂

理

に
よ

っ
て
支

配

さ
れ

て

い
る

こ
と
を
認

め

つ
つ
、

第

二

の
見
解

と

は
反
対

の
極
端

に
走

っ
て
、
神

的
摂

理

の

秩
序
　

が
可
変

的

で
あ

っ
て
祈

り
、
お
よ
び
神

の
礼
拝

に
属

す

る
他

の
事
柄

に
よ

っ
て
変

化

さ

せ
る

こ
と

が
で

き
る
、
と
す

る
見
解

で
あ

る
。

こ
の
第

三

の
見
解

は
祈

り

の
効

用
な

い
し
有

効
性

を

最
高
度

に
認

め
て

い
る

よ
う

に
見

え
る

が
、
人

間

の
側

か
ら

の
働

き

か
け

に
よ

っ
て
左

右

さ
れ
、

い
わ
ば

そ
れ

に
よ

っ
て
操
作

さ

れ

る
よ
う

な
秩

序

は

「
神

的
」
摂

理

の
秩
序

で
は
あ

り

え
ず

、

し

た
が

っ
て
真

に
祈

り

の
有

用

さ
、

あ



る

い
は
有

効
性

を
確

立
す

る

も

の
と
は

い
え

な

い
。
「
し

た
が

っ
て
、
神

的
摂

理

の
下

に
あ

る
人
間

的

な
事
柄

に
必

然
性

を
課

す

こ
と

も
、
ま

た
神

(54
)

的
摂

理

の
秩
序

・
定

め
は
可

変
的

な

も

の
で
あ

る
と
思

い
な
す

こ
と

も
し

な

い
よ
う

な
仕
方

で
、

祈

り

の
有

用

さ
を

示
さ

な
く

て
は

な
ら

な

い
」

と
ト

マ
ス
は

い
う
。

こ

の
問

題

を
正

し
く
理
解

す

る

た
め

に
は
、

第

一
原
因

と

し
て

の
神
的

摂

理

の
因

果
性
　

と
、
第

二
次

的

・
近
接

的
な

諸
原

因
ー

そ

の
な

か

に
人

間

の
意

志

や
願
望

も

ふ
く

ま

れ
る

の
因
果

性

の
両
者

を
、

そ

れ
ら

の
間

の
区
別

と
結

び

つ
き

に
注
意

し

つ
つ
、

考
慮

に
い
れ

る
必

要

が
あ

る
。

と
く

に
見
落

し

て
は
な

ら

な

い
の
は
、

こ
の
世
界

に
お

い
て
生
起

す

る
す

べ
て
の

こ
と
が
究

極
的

に
は
第

一
原
因

の
因

果
性

へ

と
遡

ら

し
め

ら
れ

る
と

い
う

こ
と

は
、

そ
れ

ら

の
近

接
的

な
原

因

で
あ

る
第

二
次
原

因

に
固
有

の
因

果
性

を
排

除

す
る

も

の
で
は
な

く
、

ま

た

こ

れ

ら

二

つ
の
因

果
性

の
間

に

は
何

の
対
立

も

な

い
、

と

い
う

こ
と

で
あ

る
。

そ
れ

と

い
う

の
も
、
第

二
次

原
因

は
自

ら

に
固
有

の
因

果
性

を
、
第

一
原

因

の
因
果

性

の
力
　

に
よ

っ
て
行

使

す
る

の
だ

か
ら

で
あ

る
。

ト

マ
ス
は

い
う
。

「
神
的

摂

理

に
よ

っ
て
決
定

さ

れ
、
秩

序
づ

け

ら
れ

る

の
は
、

い
か
な
る
結

果

が
生
ず

る
か

と

い
う

こ
と

だ
け

で

は
な
く
、

い
か
な

る

(第

二

次

的
)

原
因

か
ら

し

て
、
ま

た

い
か
な

る
順
序

を

も

っ
て
生

ず

る
か
、

と

い
う

こ
と

も
そ

こ

に
ふ
く

ま
れ

る
。

し
か

る
に
、
他

の
諸

々

の
原

因

と
並

ん
で
、

人
間
的

行
為

も

ま
た
何

ら

か

の
事

柄

の
原

因

で
あ

る
。
し

た

が

っ
て
、
人

々

は
自

ら

の
行
為

に
よ

っ
て
神

的
決
定

を
変

化

さ

せ
る

た
め

に
で
は

な
く
、

む

し

ろ
自

ら

の
行
為

に
よ

っ
て
、
何

ら

か

の
結

果

が
、
神

に
よ

っ
て
定

め

ら
れ

た
秩

序

に
も

と
つ

い
て
成

就

さ
れ

る

よ
う

に
、
或

る

こ
と
を
為

さ

な
く

て
は

な
ら

な

い
。

…

…
事
情

は
祈

り

に

つ
い
て
も
同
様

で
あ

る
。

と

い
う

の
も

、

わ
れ
わ

れ

は
神

の
決

定

を
変
化

さ
せ

る
た
め

に
祈

る

の
で
は

な
く
、

神

が
祈

り

に
よ

っ
て
成
就

さ
れ

る
よ
う
定

め
給

う

た

と

こ
ろ

の
こ
と
を

、
祈

り

に
よ

っ
て

か
ち
う

る

よ
う

(55
)

に
と
祈

る

の
だ

か
ら

で
あ

る

。
…
…

す
な

わ

ち
、
わ
れ

わ
れ

の
祈

り
は
神

の
決

定

を
変

化

さ
せ

る
こ

と

へ
と
秩

序

づ
け

ら
れ

て

い
る

の
で

は
な

(56
)

く

、
わ

れ
わ

れ

の
祈

願

に
よ

っ
て
、

神

が
定

め
給

う

て

い
た

こ

と
が
獲
得

さ

れ
る

た

め
な

の
で
あ

る
。
」

こ

の
よ

う

に
、

ト

マ
ス
に
よ

る
と
、

わ

れ
わ

れ
が
祈

る
の
は
、

神

に
た

い
し

て
何
事

か
を
告
げ

、
教

え
る

こ
と

に
よ

っ
て
、
何

ら

か

の
影
響
力

を
行
使

す

る
た

め

で
は
な

く
、

む
し

ろ
す

べ
て
の
善

き
も

の
は
神

か
ら
来

る
賜
物

で
あ
る

こ

と
を
あ

ら
た

め

て
悟

り
、

わ

れ
わ

れ
を
神

に
従

属

さ



註

(1
)

こ

の
種

の
撹

判

と

し

て
次

を
参

照

。
　

(2

)

「
場

所

的
論

理

と
宗

教

的

世

界
観

」

全

集

(昭

40
)

第

十

一
巻

、

㎜

…

論
、

蹴
…

蹴

ペ

ー
ジ

。

(3

)

「
宗

教

と

は
何

か

」
著

作

集

(平
元

)

第

十
巻

、

29

ぺ
…

ジ
。

(
4
)

こ

の
問

題

の
分

析

と

し

て
次

を
参

照

。
　

(特

に
第

三
部

)

(
5
)

参

照

。

拙
稿

「
ト

マ
ス
倫

理

学

に
お

け
る

ペ

ル
ソ

ナ

と
自

然
本

性

」

『
哲
学

年

報

』

48
、

平

元

。

せ
る

た
め

な

の
で
あ

る
。

「
祈

り

に
よ

っ
て
人

は
神

に
崇

敬

を
捧
げ

る
ー

そ
れ

は
す

な
わ

ち
、
自

ら

を
神

に
従
属

さ

せ
、
祈

る

こ
と

に
よ

っ
て
、

　ヨ

自

ら
が
神

を

お
の
れ

の
諸

々

の
善

の
創

り
主

と

し

て
必

要

と
し

て

い
る

こ
と
を
告

白

す

る

か
ぎ

り

に
お

い

て
で
あ

る

。
」

し

た
が

っ
て
、

祈

り

は

神

に
働

き

か
け

て
、
神

を
動

か

そ
う

と
す

る
試

み

で
は
け

っ
し

て
な
く

、

む
し

ろ
神

の

「
動

か
し
」
　

に
自

ら

を
全

面

的

に
従

わ
せ
、

そ

れ

レ
リ
ギ
オ

に
よ

っ
て
動

か
さ
れ

よ
う

と
す

る
試

み

で
あ
る
。

祈

り
が
敬

神

の
行
為

で
あ
る

と

い
わ
れ

る

の
は
ま

さ
し

く
そ

の
意
味

に
お

い
て
で

あ

っ
た
。

私

は

さ
き

に
、
人
間

の
自

由

は

か
な

ら
ず

し

も
神

に
た

い
す

る
人
間

の
従

属

と

は
対
立

せ
ず
、

む

し
ろ
神

へ
の
完
全

な
従

属

に
よ

っ
て
実

現

さ

れ

る
も

の
と

し

て
理

解
す

る

こ
と

が
可
能

で
あ

り
、

ト

マ
ス
の

レ
リ

ギ

オ
概

念

の
背

景

に
あ

る

の
は
そ

の
よ
う

な
人
間

の
自

由

の
捉

え
方

で
あ

る
、

と
の

べ
た
が
、

ト

マ
ス
の
祈

り

の
神

学

に

つ

い
て

の
考
察

を
通

じ

て
浮
び

上

っ
て
く

る

の
は

ま
さ

し
く

そ

の
よ
う
な

人
間

-
神
観

で
あ

る
よ
う

に

思

わ

れ
る
。

そ

し
て
、
繰

返

し
引

用
し

た
よ

う

に
、

人
間

の
精

神

の
完
全

性

は

(祈

り

の
行
為

に
よ

っ
て
実
現

さ

れ
る

と

こ
ろ

の
)

神

へ
の
精

神

の
完
全

な
従
属
に

存

す
る

・

と

い
う

こ
と
が
洞
察

さ
れ

る
な

ら
ば
・

こ
ん

に
ち
わ

れ
わ

れ
が
自
明

的

な

も

の
と
し

蔓

け
取

っ
て

い
る
道

徳
と
宗

教
の
区

別

は
意
味

を
失

い
、
道

徳

の
主

要

な
要

素

と

し
て

の
敬
神

と

い
う
考

え
方

が
可

能

な
選
択

肢

と
し

て
浮

び
上

っ
て
く

る
よ

う

に
思
わ

れ
る

の
で
あ
る
。



『
純
粋
理
性
批
判
』

B
版
、
序
。

拙
著

『信
仰
と
理
性
』
第
三
文
明
社
、
昭
54
、
参
照
。

S. 
T

.  II-II, 
81, 

1. 

Ibid. 
81, 

1; 1, ad 
3; 5; 8; 85, 2. 

Ibid. 
81, 

3. 

Ibid. 
58, 

1; 11. 

Ibid. 
80, 

1. 

S. 
T

. 
I, 

44, 
1; 2. 

Ibid. 
87, 

1, ad 
1; 87, 

3; 88, 2, ad 
3.

S. T
. II-II, 

81, 3; 84, 1. 

Ibid. 81, 2. 

Ibid. 81, 5. 

Ibid. 81, 7; 83, 3. 

Ibid. 81, 7. 

Ibid. 
83, 3. 

Ibid. 

Ibid. Q
. 82-91. 

Ibid. 83, 3. 

Ibid. 85, 2. 

S. T
. I-II, 

94, 2. 

S. T
. II-II, 

85, 2, ad 1. 

cf. H
. M

. V
room

, 
R

eligions 
and 

the T
ruth. 

Philosophical 
R

eflections 
and 

Perspectives, 
E

edm
ans, 

1989.



(28
)

参
照
。
」

・
ピ

ッ
ク

『神
は
多
く

の
名
前

を
持

つ
㎏
岩
波
書
店
、
昭
飢
、
『
宗
教
多
元
主
義
』
法
蔵
館
、
平

2

(と
も
に
間
瀬
啓
允
訳
)
。

ピ
ッ
ク
の

立
場

の
批
判

と
し
て
次

を
参
照
。

倫

理
徳

と

し

て

の

レ
リ
ギ

オ

と
対

神

徳

と

の
関

係

に

つ

い
て

QD
・
日
」
窄
戸

。。
H
急

を
参

照
。

G
. 

D
'C

osta, 
"T

aking 
O

ther 
R

eligions 
Seriously: 

Som
e 

Ironies 
in 

the 
C

urrent
D

ebate 
on 

a

C
hristian 

T
heology 

of 
R

eligions
 "

, 
T

he 
T

hom
ist, 

V
ol. 

54, 
1990,  P. 

519-529.

S. 
T

.
II-II, 

81, 
5

Ibid. 
81, 

1, ad 
5; 186, 

1; 1, ad 
1; ad 

2. 

Ibid. 
186, 2; 3; 5. 

Ibid. 
186, 3. 

Ibid. 
186, 4. 

Ibid. 
186, 5. 

Ibid. 
186, 6. 

Ibid. 
184, 5; 186, 

7. 

Ibid. 
186, 

1. 

Scriptum
 

super 
Sententiis, 

IV
, 

15, 
4,

1-7.

 cf. S. T
ugw

ell, 
"Prayer, 

H
um

pty 
D

um
pty 

and T
hom

as 
A

quinas". 

p. 24-50. 

 S. T
. II-II, 

83, 1. 

 
Joannes 

D
am

ascenus, 
D

e Fide 
O

rthodoxa, 
III, 24, PG

94, 1089. 

 
S. T

. II-II, 
83, 17. 

 
Ibid. 83, 1. 

 
Ibid. 83, 3. 

 
In Sent. 

IV
, 15, 4, 7. 

 
S. T

. II-II, 
81, 7.

L
anguage, 

M
eaning 

and 
G

od, 
G

eoffrey 
C

hapm
an, 

1987,



(本
学
文
学
部
教
授

・
哲
学
)

In 
Sent. 

IV
, 

15, 
1, ad 

3. 

D
e 

V
eritate, 

6, 6. 

S. 
C

. G
. 

III, 
95. 

Ibid. 
96. 

Ibid. 

S. T
.  

II-II, 
83, 2. 

cf. 
S. 

T
. 

I, 
115, 6; 116, 

3. 

S. T
. 

II-II, 
83, 2. 

Ibid. 

Ibid. 
ad 

2. 

Ibid. 
83, 

3. 

Ibid. 
81, 

7.


