
〈
研

究

論
文

９

〉

自
殺

に
つ
い
て

の
神
学
的
哲
学
的

一
考
察

―

カ
ー
ル
ー
バ
ル
ト
と
滝
沢
克
己
を
巡
っ
て
ー

自
殺
行
為

を
巡

る
考
察

は
、
同
時

に
生
と
死

の
包
括
的
な
意
味
、
生
命
の

存
立
根
拠
へ

の
探
求
で
も
あ

る
。
そ

の
よ
う
な
探
求
を
行

っ
た
思
想
家
の
中

か
ら
、
神
学
者
カ
―
ル
・
バ
ル
ト
と
、
そ
の
弟
子
の
宗
教
哲
学
者
で
あ
る
滝

沢
克
己

と
に
注
目
し

た
い
。

バ
ル
ト
と
滝
沢

の
比
較
研
究
は
、
日
本
に
お
け

る
キ
リ
ス
ト
教
受

容
、
或
い
は
キ
リ
ス
ト
教
と
仏
教
と
の
宗
教
間
対

話
に
つ

い
て

の
研
究
と
し
て

、
既
に
古
典
的
テ

―
マ
で
あ
る
。
以
下
に
お
い
て
は
、

こ
の
バ
ル
ト
と
滝
沢
を
特
に
自
殺
論
と
い
う
限
定
さ
れ
た
観
点
か
ら
捉
え
直

し
、
両
者
の
神
学
的
哲
学
的
な
自
殺
論
の
意
義
と
問
題
点
と
を
明
ら
か
に
し

た
い
。

一
　

バ

ル

ト

の

自

殺

論

バ
ル
ト
は
主
著
『
教
会
教
義
学
』
の
「
生
命
の
保
護
」
と
い
う
一
節
に
お

い
て
、
創
造
神
に
よ

っ
て
人
間
に
与
え
ら
れ

た
生
命

に
対
す

る
畏
敬
や
保
護

福
　
嶋
　
　
　

揚

に
つ

い
て
論
じ

る
。
し

か
し
そ
の
際
、
そ
の
よ
う
な
畏
敬
や
保
護
が
脅
か
さ

れ
相
対
化
さ
れ
る
よ
う
な
限
界
状
況
が
現
実
に
は
多
数
存
在
す
る
。
バ
ル
ト

は
そ
の
一
例
と
し
て
自
殺
に
言
及
す
る
。

ユ
ダ

ヤ
・

キ
リ
ス
ト
教
は

「
あ
な
た
は
殺
し
て
は
な
ら

な
い
」
と
い
う
殺

人
禁
止

の
戒

め
（
出

エ
ジ
プ
ト
記
二
〇

章
一
三
節
）
を
持

つ
。
こ
の
戒
め
を

広
義

に
解
釈
す
れ
ば
、
他
者
の
生
命
の
み
な
ら
ず
自
ら

の
生
命
の
保
護
、
死

へ
の
恐
怖
や
危
険

か
ら

の
自
己
防
衛
を
も
含
む
も
の
と
理
解
で
き

る
。
自
殺

と

は
、
こ

の
戒

め
が
自
殺
志
願
者
に
よ

っ
て
根
本
的
に
疑
わ
れ

る
よ
う
な
限

界
状
況
で
あ

る
。

と

は
い
え

、
こ

の
戒

め
を
別
と
す
る
な
ら
ば
、
自
殺
と
い
う
行
為
そ
れ
自

体
に
関
し
て
は
、
バ
ル
ト
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
実
は
「
聖
書
の
中
で

は
ど

こ
で
も
明

確
に
禁
止
さ
れ
て

は
い
な
い
。
」
（
４
６
５
）

バ
ル
ト

は
「
聖
書

を
道

徳
的
に
理
解
し
援
用
す

る
こ
と
を
望
む
全
て
の
人
々
に
と
っ
て

は
厄

介
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な
こ
の
事
実
」
（
４
６
５
）
を
明
る
み
に
出
す
こ
と

に
よ

っ
て
、
古
代
教
会

か
ら

現
代
に
至
る
キ
リ
ス
ト
教
史

に
お
け
る
自
殺
に
対
す
る
律
法
主
義
的
断
罪
の

系
譜
に
疑
問
を
投
げ
か
け
る
。
（
４
６
９
-４
７
０
）
さ
ら
に
ま
た
バ

ル
ト
は
、
自
殺

と
自
発
的
な
自
己
献
身
に
よ
る
死
と
を
区
別
す
る
。

４
６
７
）

但
し
バ
ル
ト
の
こ
の
よ
う
な
指
摘
は
自
殺
行

為
の
承
認
を
意
味
す

る
も
の

で
は
な
い
。
バ
ル
ト
は
聖
書
に
見
ら
れ
る
自
殺
者
た
ち
の
諸
例
か
ら
、
次
の

よ
う
に
結
論
す

る
。

神

の
恩
恵

を
拒
絶
し
、
自
ら
自
身
の
主
、
主
人
と
し
て
存
在
し
よ
う
と

欲
す

る
者

は
、
終
に
は
サ
ウ
ル
が
そ
う
し

た
よ
う
に
自
ら
の
剣
の
上
に

倒
れ
る
か
、
ア
ヒ
ト
ペ
ル
や
ユ
ダ
が
そ
う
し
た
よ
う
に
首
を
吊
る
他
な

い
よ
う
な
道
の
途
上
に
あ
る
。
（
4
6
6
）

聖
書

は
明
文
化

さ
れ

た
自
殺
禁
止

を
持

た
な

い
が
、
自
殺
を
神
の
恩
恵
に

対
す
る
拒
絶
、
或

い
は
そ
の
恩
恵

の
看
過

に
よ

っ
て
惹

き
起
こ
さ
れ
る
一
つ

の
出
来
事
、
即
ち
罪

の
も

た
ら
す
帰

結
と
解
釈
し

て
い
る
。

パ
ル
ト

は
し

か
し
、
人

間
が
死

の
誘
惑

の
只
中

に
あ
る
時
、
自
殺
の
禁
止

そ
れ
自
体

は
何
ら
自
殺

の
抑
止
力

と
な
ら

な
い
こ

と
を
指
摘
す
る
。
自
殺
志

願
者
が
死
の
虚
無
的
な
誘
惑

に
囚

わ
れ
て

い
る
時

、
自

殺
に
対

す
る
道
徳
的

批
判
や
生
き
る
意
志

に
対
す

る
訴
え

か
け

に
よ

っ
て

は
、
彼
を
生
命
に
繋
ぎ

止

め
る
こ
と
は
で
き
な

い
。
こ
の
こ
と

は
キ
リ

ス
ト
教
教

義
学

的
に
は
、
福

音
か
ら

孤
立
さ
せ
ら
れ
た
律
法
の
無
力
と
理
解
で
き
る
。
自
ら

の
生
命
を
保

護

せ
よ
と

い
う
戒
め
、
自
ら
の
生
命
に
対
す
る
畏
敬
の
倫
理
そ
れ

自
体

は
、

自
殺
が
差
し
迫

っ
た
限
界
状
況
に
お
い
て
は
無
根
拠
さ
を
露
呈
す

る
ほ
か
な

い
。バ

ル

ト

の
自

殺

に
関

す

る
重

要

な

洞
察

は

、
殺

害

禁

止

、

自

ら

の

生

命

に

対

す

る
畏

敬

は
、

恩

恵

に
よ

っ
て

の

み

、

即

ち
福

音

に

よ

っ
て

の

み

基

礎
付

け

ら

れ

る

と

い

う

点

に

あ

る
。
「
自

殺

が

非

難

す

べ

き

も

の

で

あ

る

こ

と
」

（
｀
日

）

は

、

パ
ル

ト

に
よ

れ

ば

た

だ

福
音

の

認
識

の
み

か
ら

由

来

す

る
。

律

法

と

福

音

は
互

い

に
区

別

さ

れ

る

だ
け

で

は

な
く

、

相

互

に
内

在

し

共
存

す

る
。こ

の
福
音
の
内
容
を
。
パ
ル
ト
は
「
あ
な
た
は
生
き
て
い
て
よ
い
！
（
Ｄ
ｕ

ｄ
ａ
ｒ
ｆｓ
ｔ
　
ｌｅ
ｂ
ｅ
ｎ

！
）
ｊ

と
表

現

し

、
そ

れ

が
究

極

的

に

は

、

人

間

が

自

己

に
対

し

て

も

ま

た

人

間

同

士

に

お

い
て

も

語

り

え

ず

、
1‐
1た

だ

神

の

み

が

語

り

、

そ

し

て

絶

え

ず

繰

り

返

し

語

っ
て

い

る
」

こ

と

で

あ

る

と

主

張

す

る
。

（
4
6
3
）
こ
の
「
生
き
て
い
て
よ
い
」
、
或
い
は
「
生
き
る
こ
と
を
許
さ
れ
て

い

る

」

と

も

訳

し

う

る

福

音

の
内

容

を

。
パ
ル

ト
は

次

の

よ

う

に

説

明
す

る
。

あ

な

た

は

生

き

な

く

て

は

い
け

な
い

の

で

は

全

く

な

い

。

あ

な

た

は
生

き

て

い

て

よ

い
の

で

あ

る
！
　

生

命

は

ま

さ

に

神

か

ら

贈
ら

れ

た
自

由

で

あ

る

。

生

き

よ

う

と

欲
す

る
こ

と

は

、

こ

の

許

さ

れ

た

こ

と

を
欲

す

る

こ

と

。

自

由

に

欲
す

る

こ
と

で

あ

る
。

こ

の

自

由

の

中

に

お

い
て

は

、

人
間

は

ま

さ

し

く

崇
高

な
も

の

な

ど

で

は

な

く

、

ま

さ

し
く

孤

独

で

も

な

く

、

神

を

創

造

者

、
彼

の

生

命

の

与

え

手

か

つ

主

と

し
て

、

絶

え

ず

如

何

な

る
状

況

に

お

い

て

も

仰

ぎ

見

て

い

る

。
（
中

略
）

こ

の

福

音

が

語

ら

れ
聞

か

れ

る
と

こ

ろ
で

は

、

自

殺

は
存

在

し

な

い
。

自

殺

は

非

難

す

べ

き

も

の

で

あ

る

（
ｖ
ｅ
ｒ
w
ｅ
ｒ
ｆ
ｌ
ｉｃ
ｈ
）

だ

け

で

な

く

、

既

に
棄

却

さ
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れ
て

い
る

（
ｖ
ｅ
ｒ
wｏ
ｒ
ｆｅ
ｎ
）

の
だ
か
ら

。」
（
４
６
４
-４
６
５
）

こ
こ
で
重
要

な
点
は
、
バ
ル
ト
が
律
法
主
義
的
自
殺
非
難
に
対
し
て
歯
止

め
を
行

っ
て

い
る
点
と
、
自
ら
の
生
命

に
対
す
る
畏
敬
を
福
音

に
よ

っ
て

新

た
に
根
拠
づ
け
て
い
る
点
で
あ
る
。
バ
ル
ト
の
意
図
は
、
ア
ル
バ
ー
ト
・
シ

ュ
ヴ
ァ
イ
ツ
ァ
ー
の
提
唱
す
る
「
生
命
へ
の
畏
敬
」
の
思
想
を
福
音
と
律
法

の
関

係
の
中
で
新
た
に
把
握
し
直
す
こ
と

に
あ

る
。
生
命

へ
の
畏

敬
は
、
そ

の
生
命
が
与
え

ら
れ
た
も
の
で
あ

る
こ
と

を
認
識
す
る
こ
と

に
よ

っ
て

根
拠

付

け
ら

れ
る
が
、
そ
の
認
識

は
創
造
者
と
被
造
物
と
の
区
別

に
よ

っ
て

さ
ら

に
根
拠
付
け
ら
れ
る
こ
と
を
バ

ル
ト
は
示
し
て

い
る
。

た
だ
し
。バ
ル
ト
神
学

は
、
啓
示
者
と
し
て

の
神
と
啓
示

の
受
け
取

り
手
と

し
て
の
個
人
と
の
間
の
関
係
を
垂

直
次
元
で
と
ら
え
る
傾
向
が
強

く
、
啓
示

さ
れ
た
福
音
が
如
何
な
る
過
程
を
経
て

、
人
と
人
と
の
間

に
お
い
て
伝
達
さ

れ
理
解
可
能
な
も
の
と

な
り
う

る
の
か
と
い
う
視

点
に
ま
で

は
踏
み
込
ん
で

論
じ
な

い
。
バ

ル
ト
は
神

に
よ

っ
て
啓
示

さ
れ
た
福
音

を
前
に
し
て
は
、
自

殺
は
「
あ
り
え
な
い
」
（
4
6
6
）
と
断
定
す
る
が
、
そ
れ
で
は
福
音
を
理
解
受

容

で
き

な
い
た
め
に
自
殺
に
踏
み
切
る
人
間
が
存
在
す
る
の
は
何
故
な
の

か
、

ま
た
、
福
音
の
恩
恵
を
受
容
す
る
人
間
と
受
容
し
な
い
人
間
と
の
相
違
が
生

じ
る
の
は
何
故

な
の
か
と
い
う
問
い

に
対
し
て
、
バ
ル
ト
の
啓
示
神
学
的
な

自
殺
論
か
ら
解
答
を
導
き
出
す
こ
と

は
難
し
い
。

し
か
し
こ
こ
で
、

バ
ル
ト
が
同
じ

『
教
会
教
義
学
』
の
中
の
別
の
箇
所
で

、

新
約
聖
書
に
お
け
る
自
殺
者

ユ
ダ

に
つ
い
て
論
じ
て

い
る
こ
と

に
も

注
目
し

廴
に

。
こ
の

ユ
ダ
論
は
、
人
間

の
自
殺
行
為
そ
の
も
の
を
主
題
的

に
論
じ

た

箇
所
で
は
な
く
、
「
選
び
の
教
説
」
の
一
部
分
で
あ
る
が
、
そ
れ
を
手
掛
か

り

と

し

て

。パ
ル

ト

の

自

殺

論

を

も

う

一
歩

踏

み

込

ん

で

理

解

す

る

こ

と
が

で

き

る
。

バ
ル

ト

に

よ

れ

ば

、

ユ
ダ

の
死

は

贖
罪

の

た
め

の

死

の

よ

う

な

積

極
的

意

義

を

も

っ

た
死

で

は

な

く

、
「
死

に

お

い
て

も

自

ら

を

自

ら

に

対

す

る
審

判

者
と
し
て
主
張
す
る
よ
う
な
不
従
順
な
者
の
死
」
（
5
3
2
）
、
何
の
義
認
も
生

命

も

も

た
ら

さ

な

い
絶

望

的

な

死

で

あ

る
と

い
う

。

こ

こ

で

。パ
ル

ト

は
、

新

約

聖

書

の

「
引

渡

し

（
ｐ
ａ
ｒ
ａ
ｄ
ｏ
ｓ
ｉｓ
）
　ｊ

と

い

う
語

の

多

義

的

用

法

に

注

目

す

る
。

こ

の
語

は

自

由

な

人

間

が

他

者

の

暴

力

に

「
引

き

渡

さ

れ

る
」

こ

と

、

神

の
子

が

世
界

の

救

済

の

た

め

に

「
引

き

渡

さ

れ

る
」

こ

と

、

さ

ら

に

は

救

済

の
知

ら

せ

が

異

民

族

に

「
伝

え

ら

れ

る

こ

と
」

等

を

意

味
七

れ

。

そ

の

よ

う

な

こ
と

を

ふ
ま

え

つ
つ

、

パ
ル

ト

は

「

ユ

ダ

が

イ

エ
ス

を
引

き

渡

す

前

に

、

神

は

イ

エ
ス
を

、

イ

エ

ス
は

自

ら

を
引

き

渡

し

た
」
（
５
４
３
）

と

い
う

こ

と

、

即

ち

神

的

な
摂

理

が

ユ
ダ

の
策

略

に
先

行

す

る
、

よ

り

根

源

的

な

も

の
だ

と

い
う

聖

書

の
視

点

を
強

調

す

る
。

ユ
ダ

が

徹

頭

徹

尾

イ

エ

ス

に
対

す

る
背

反

者

で

あ

っ
た

と
し

て

も

、

ま
さ

に

そ

の
背

反

を

通

し

て

ユ
ダ

は
大

局

的

に

は
、

イ

エ

ス
に

お

い

て

成
就

さ
れ

る
神

と

人

と

の
間

の

「
新

し

い
契

約

の
執

行

人

」
（
５
５
８
）

で

あ

り

、

ま

た
神

と

人
と

の

「
和
解
の
業
に
奉
仕
す
る
者
」
（
5
9
0
）
で
あ
る
と
い
う
。
福
音
の
光
の
下
で

は
、

即

ち

キ
リ

ス

ト
と

の

関

係

の
下

に
観

察

さ

れ

る

限

り

で

は

、
十

二
使

徒

の

一
員

の

ユ
ダ

は

「
選

ば

れ

た

、
棄

却

さ

れ

た

者

」
（
５
６
３
）

で

あ

る

。
選

び

と

遺
棄

は

ユ
ダ

と

い

う

人

物

に

お

い
て

同

時

に

起

き

つ

つ

も

。

そ

こ

で

は
選



び
が
棄
却
に
先
行
し
優

越
す

る
。

パ
ル
ト
の
「
選

び
に
つ
い
て

の
教

説
」

は
、
人
間
を
行

い
や
道
徳
性
の
如

何
に
基
づ
い
て
呪

わ
れ
遺
棄

さ
れ
た
人
間
集
団

と
救
い
に
予

定
さ
れ
た
人
間

集
団

と
に
分

離
で
き

る
か
の
よ

う
な
二
重
予

定
説
に
は
与
し
な
い
。

福
音
の

光
の
下

で
は
、
自
殺
者

も
含

め
て
個

々
の
人
間
が
、
罪
人
と
し
て
遺
棄
さ
れ

る
と
同

時
に
、
罪

の
赦
し
を
通

し
て

救
済
に
選
ば
れ
て
い
る
。
福
音
は
自
殺

者
が
そ
れ
を
認

識
し
て

い
な
く

て
も

彼
の
も
と
に
存
在
し
て
お
り
、
仮
に
自

殺
者

が
そ
の
恩
恵
を
認
識
す

る
こ
と

な
く
自
殺
を
犯
し
た
と
し
て
も
、
そ
の

恩
恵

そ
の
も

の
は
な
お
彼
の
死

と
生

の
全
体
に
及
び
続
け
る
。
バ
ル
ト
は
絶

望
的

な
自
殺

を
選
択
し

た
ユ
ダ

の
よ

う
な
者
に
と
っ
て
も
「
終

末
論
的
可

能

性
」
（
５
５
０
）
、
即
ち
生
存
期
間
を
超
え
て
死
後
に
も
及
び
、
究
極
的
に
は
生

命
の
再
生
と
完
成
を
も

た
ら
す
よ
う

な
、
キ
リ
ス
ト
教
の
伝
統
的
救
済
信
仰

を
固
持
す

る
。二

　

滝

沢

の
自

殺

論

滝
沢

は

バ
ル
ト
に
師
事
し

た
一
九
三
〇

年
代
沿

以

来
、
そ
の
影

響
を
深

く
受
け
て

い
る
。
と

は
い
え
滝
沢

は
、
時
期
的
に

吭

パ
ル
ト
の
『
教
会
教
義

学
』

の
自
殺
論
よ
り
も
先
立

っ
て

、
と
り
わ
け
夏

目
漱
石

と
芥
川

龍
之
介
の

作
品
を
読
み
解
く

に
際
し
て
、
自
殺

の
問
題

を
神
学
的
、
宗
教
哲
学
的
観
点

か
ら
論
じ
て

い
る
。
滝
沢
が
対
象
と
す

る
の
は
、
漱
石

の
小

説
『
心
』

の
登

場
人
物
で
あ
る
「
先
生
」
の
乢
豼

、

そ
し
て

作
家
芥
川

の
乢

耙
で

あ
る
。

二
・
一
　

漱
石

『
心
』

の
「
先

生
」

の
自
殺
と
。

福
音
書
の
イ

エ
ス
の
死

に
つ

い
て

『
心
』
に
お
い
て
は
、
主
人
公

の
「
私
」

に
よ

っ
て
「
先
生
」

と
呼
ば

れ
敬

愛
さ
れ
る
人
物
が
、
主
人
公
宛
て

に
遺
書
を
書
く
。
そ
の
遺
書
の
中
で

「
先

生
」
は
、
か
つ
て
自
ら
が
友
人

を
裏
切

っ
て
自
殺

に
追
い
込
み

、
そ
の
た
め

の
罪
悪

感
を
き

っ
か
け
と
し
て

自
ら

も
死

を
選
ぶ
こ
と
を
告
白
す
る
。

滝
沢
は
、
漱
石

自
身
が
キ
リ
ス
ト
教
に
対
し
て
「
何
ら
特
別

な
尊
敬
や
親

愛
の
情
を
表
し
た
こ
と
が
な
い
」
（
Ⅳ
　
4
）
こ
と
を
ふ
ま
え
つ
つ
、
あ
え
て

「
先
生
」
と
イ

エ
ス
と
の
独
創
的
比

較
を
試
み
る
。
そ
の
際
最
も
重
要
な
比

較
点
と

な
る
の
は
、
「
先

生
」

と
イ

エ
ス
の
自
己
自

身
の
死

に
対
す
る
解
釈

で
あ
る
。

『
心
』

に
お

い
て

、
「
先
生
」

は
遺
書
の
中
で
、
教
え
子

に
次
の
よ
う

に
語

り

か
け
る
。

私

は
暗
い
人
世
の
影
を
遠
慮
な
く
あ
な
た
の
頭
の
上
に
投
げ
か
け
て
上

ま
す
。
然
し
恐
れ
て

は
不
可

ま
せ
ん
。
暗

い
も
の
を
凝
と
見
詰
め
て

、

そ

の
中

か
ら
貴
方
の
参
考

に
な
る
も
の
を
貴
攫
み
な

さ
い
。
（
中

略
）

私

は
今
自
分
で
自
分
の
心
臓
を
破
っ
て

、
其

血
を
あ
な
た
の
顔
に
浴

せ

か
け
や
う
と
し
て
ゐ
る
の
で

す
。
私

の
鼓
動
が
停
つ
た
時
、
あ
な
た
の

胸
に
新
ら
し
い
命
が
宿
る
こ
と
が
出
来
る
な
ら
満
足
で
す
。

「
先
生
」
は
こ
の
よ
う
に
自
ら

の
命
を
絶

つ
こ
と

に
よ

っ
て

、
教
え
子

に
新

し

い
認
識

を
も
た
ら

そ
う
と

す
る
。
滝
沢

に
よ
れ
ば
「
先

生
」

の
死

は
、

「
そ

の
罪

の
結
果

を
最
後
ま
で
己
れ

の
身

に
引
き
受

け
る
こ
と
に
よ

っ
て
罪
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そ
の
も

の
を
露
わ

に
し
」
、

そ
の
こ
と

に
よ

っ
て

さ
ら

に

「
罪
の
働
き

を
克

服
」
（
ＩＶ
　５
４
-５
５
）
し

よ
う
と
し

た
死

で
あ

っ
た
。

従

っ
て

「
先
生
」

の
死

は
自
己

処
罰
で
あ
る
と
同
時

に
、
献
身
的

な
自
己

犠
牲
の
要
素
も
持

っ
た
死

で

あ

っ
た
。

「
先

生
」
の
遺
書

に
書

か
れ

た
教
え
が
、
遺

さ
れ
た
教
え
子

に
新
し
い
人
間

観
を
も
た
ら
し
、
同
時

に
生
前

の
「
先
生
」

に
対

す
る
新
し
い
理
解
を
も
た

ら
す
な
ら
ば
、

一
人

の
人
間
の
死
を
通
し
て

一
種
の
新
し
い
生
命
が
後
の
世

代
に
も

た
ら
さ
れ

る
と
も
言
え

る
。
そ

の
意
味

で
、
滝
沢
が
「
先
生
」

に
復

活
の
キ
リ
ス
ト
の
一
種
の
類
比
を
見
い
だ
し
て
い
る
こ
と
（
Ⅳ
　
6
6
）
は
間

違
い
で

は
な

い
。

し

か
し
滝
沢
は
、
「
先
生
」
と

イ

エ
ス

の
死

の
重
要

な
相
違
を
神
学
的

な

罪

論
を

媒
介
と
し
て
照

射
す
る
。
滝
沢

に
よ
れ
ば
、
「
先

生
」

の
関
心
の
対

象
は
主

と
し
て
罪

の
「
働
き

の
結
果

た
る
悪

」
で

は
あ

っ
て
も
、
「
そ

の
原

因
と
し
て
の
罪
そ
の
も
の
」
で
は
な
か
っ
た
。
（
Ⅳ
　
9
0
）
こ
れ
に
対
し
て
、

福
音
書

の
描
く

イ
エ
ス
は
罪
の
赦
し
と
し
て

の
福
音
を
説
き

、
そ
の
戦

い
は

「
最
初

か
ら
諸

々
の
悪

を
超
え
て
、
直

に
罪
そ
の
も

の
に
向
け
ら
れ
て
」

い

た
と

い
う
。
（
Ｉ
Ｖ
　９
１
）

「
先
生
」

に
と
っ
て

は
自
ら

の
死
後

に
遺
さ
れ
る
妻
や
弟
子

の
「
純
情
」

が

「
絶
対

に
聖
な

る
信
仰
の
対
象
で
あ
り
内

容
」
で
あ

る
が
、
イ

エ
ス
の
信
仰

は
そ

の
よ
う

な
人

間
の
純
情
や
道

徳
的
可
能
性

に
対

し
て
で

は
な
く
、
「
人

と

は
ま

っ
た
く
別

な
神

か
ら

は
な
れ
て
人

は
ど
こ
に
も
存
在
し
え
な
い
」

と

い
う
、

神
と
人
間
の
不

可
分

・
不
可
同

の
関

係
に
対

す
る
信
仰
で
あ
る
と
滝

沢
は
見
る
。
（
Ⅳ
　
9
7
）
滝
沢
は
ま
た
「
イ
エ
ス
に
と
っ
て
は
、
幼
な
児
が

あ

る

こ

と

に

よ

っ
て

天

国

が

成

る

の
で

は

な

く

、

逆

に
天

国

に

よ

っ
て

そ

の

象
徴
（
表
現
）
と
し
て
幼
な
児
が
成
る
」
（
Ⅳ
　
9
7
）
と
も
言
う
。
滝
沢
は

こ

こ

で

神

人

の

間

の

不

可

逆

の

関

係

と
同

時

に

、

福
音

と

道

徳

の

間

の

不

可

逆

の

関

係

を

も

捉

え

て

い

る

と

い

っ
て

よ

い
。

滝

沢

の

見

る
と

こ

ろ
で

は

、
「
先

生

の

経

験

」

は
、

あ

く

ま

で

イ

エ

ス

の

福
音
の
「
譬
え
」
、
「
徴
」
（
Ⅳ
　
9
6
）
に
と
ど
ま
る
。
滝
沢
は
『
心
』
が
人

間

を

死

に
至

ら

し

め

る

罪

の

働

き

を
詳

細

に

描

い

た

点
を

高

く

評

価
し

つ

も
、

罪

そ

の

も

の

の

本

質

や

起

源

は

漱

石

の

「
省

察

の

埒

外

に

あ

っ

た
」
（
１
１
１

２
９
２
）

と

い

う
。

な

ぜ

な

ら

ば

、

罪

の

本

質

規

定

は

「
罪

そ

の

も

の

を

滅

す

る

も

の

、

真

に

人

の

生

命

を

産

む

も

の

の

何

で

あ

り

、

如

何

に

働

く

か
」

（
Ｉ
ｌ
ｌ
　
２
９
２
）

を

認

識

す

る

こ

と

に

よ

っ
て

初

め
て

可

能

と

な

る

か
ら

で

あ

る
。

漱
石

の

用

い

る

「
罪
」

概
念

が

キ
リ

ス

ト
教

的

前

提

を

持

た

な

い
こ

と

に

は

留

意

し

な

け

れ

ば

な

ら

ず

、

そ

の
限

り

で

は
滝

沢

の

『
心

』

解

釈

は

外
在

的

で

は

な

い

か
と

い

う

疑

い

が

残

る
。

滝

沢

は

こ

こ

で

、

罪

（
Ｓ
ｉｉｎ
ｄ
ｅ
）

と

そ

の

現

象

形

態

と

し

て

の

咎

（
Ｓ
ｃ
ｈ
ｕ
ｌｄ
）

と

の

神

学

的

区

別

を

行

っ
て

い

る

。

滝

沢

に

と

っ
て

「
罪

」

と

は

単

に
人

間

の

主

体
的

責

任

意

志

や
素

質

に

基

づ

い

て

な

さ

れ

る

個

別

的
悪

行

で

は

な

く

、

そ

の
行

為

の

根

源

に

あ

っ
て

「
刻

々
と

育

ち
行

く

」
（
Ｉ
Ｖ
　
６
１
）
’

生

命

を

支

配

す

る

力

動

的

な

も

の

で

あ

り

、

そ

の

結

末

と

し

て
死

を

も

た
ら

す

も

の
で

あ

る
。

二
・
二
　

芥
川

の
自
殺
に
つ
い
て



芥

川

は

『
侏

儒

の

言

葉

』

に

お

い
て

次

の

よ

う

に

語

る
。

人

生

は

狂

人

の

主

催

に
な

っ
た

オ
リ

ン

ピ

ッ

ク
大

会

に
似

た
も

の
で

あ

る

。

我

我

は
人

生

と

闘

ひ

な

が

ら

、

人

生

と

闘

う

こ

と

を
学

ば

ね

ば

な

ら

ぬ

。

か

う

云

ふ

ゲ

エ

ム
の

莫

迦

莫

迦

し

さ

に

憤

慨

を

禁

じ

得

な

い
も

の

は

さ

っ

さ

と

埒

外

に

歩

み

去

る

が

よ

い

。

自

殺

も

亦

確

か

に

一
便

法

で
あ
る
我

々

の

運

命

を

司

る

も

の

は
、

遺

伝

、

境

遇

、

偶

然
－

我

々

の
運

命

を

司

る

も

の

は

畢

竟

此

の

三

者

で

糺
一一一

。

芥
川

が
こ

の

よ

う

に

「
人

の

世

の

到

る

処

に

嘘

を

、

何

か

根

本

的

な
自

己

欺

瞞

を

、

見

た

と

い

う

こ

と
」
（
Ｖ
　
３
６
２
）

に

滝

沢

は

関

心

を

寄

せ

る
。

滝

沢

に

よ

れ

ば

、

芥

川

を

苦

し

め

た

謎

は

究

極

の
と

こ

ろ

、
「
こ

の
天

地

の

何

も

の
も

」

人

間

を

「

ほ

ん

と

う

に

支

え

て

は

く

れ

な

い

、

し

か
も

ほ

ん
と

う

に
支

え

て

く

れ

る

も

の

な

し

に

は

安

ん

じ

て

生

き

る

こ

と

も

死

ぬ
こ

と

も

で

き

な

い

」
（
Ｖ

　
２
６
９
）

と

い

う

こ

と

で

あ

っ

た
。

滝

沢

は

ま

た

、

芥

川

の

直

面
し

た
こ

の

生

命

の

根

本

的

矛

盾

こ

そ

が

、

芥
川

の

師

漱

石

、

そ
し

て

漱

石

の
似

姿

と

推

測

さ

れ

る

『
心

』

の

「

先

生
」

も

直
面

し

た

問

題

だ

っ

た
と

考

え
る
。
滝
沢
は
芥
川
の
自
殺
を
性
急
に
断
罪
せ
ず
、
滝
沢
の
芥
川
論
は
彼
の

死

に
対

す

る
追

悼

を
基

調

と

し

て

い

る

。

し

か
し

滝

沢

自

身

は

、

芥
川

が

「

遺

伝

、

境

遇

、

偶

然

」

と

呼

ぶ

も

の
に

先

行

し

、

人

生

と

い
う

競

技

そ

の

も

の

を
成

立

可

能

に

す

る

も

の

を

宗

教

哲

学

的

に

探

求

す

る
。

滝

沢

に

と

っ
て

「

神
偕

に

い

ま

す

と

い

う

イ

ン

マ

ヌ

エ

ル
の
事
実
」
（
Ｉ
Ｖ
　
２
４
８
）
　
は
、
「
私
は
私
で
あ
る
」
と
い
う
自
同
律
そ
の
も

の

を
成
立
せ
し

め
る
生
命
の
根
源
で

あ
る
。
こ

の
原

事
実
、
「
第
一
義
の
」

生

命

の

反

映

と

し

て

初

め
て

「
第

二
義

の
」

生

命

が

成

立
す

る
。
（
ＩＶ

３
６
３
）
第

一
義
の
生

命
で

あ
る
絶
対

的
主
体
と
第
二
義

の
生
命
で
あ
る
客
体

的
主
体

と
の
間

に
は
、
「
不

可
分

・
不
可
同
・
不
可
逆

な
い
の
ち
の
か
か
お

り
」
（
Ｖ
Ｉ
Ｉ
　
５
１
）
あ
る
。

滝
沢

の
見

る
と
こ
ろ
、
芥
川
の
根
本
的
な
錯
誤

は
、
こ

の
命

の
か
か
お
り

を
離
れ
て
自
己
自

身
の
存
在
を
立
て
よ
う
と
し

た
点
に
あ
る
。
人
生
の
虚
無

性

に
対
す

る
疑

い
や
、
そ
れ
と
連
動
す
る
自
殺

へ
の
意
志
も
ま

た
、
こ
の
第

一
義
の
生
命
と

の
関
係
を
捨
象
し
た
と
こ
ろ
か
ら

二
次
的

に
発
生
す
る
。
芥

川
が
自
殺
を
人
生

と
い
う
不
条
理
な
ゲ
ー

ム
か
ら

の
撤
退
と
し
て
理
解
し
た

こ
と
は
、
自
己
や
世
界
が

「
神
人
の
原
関
係

か
ら
切
り
離
さ
れ
て
、
た
だ
そ

れ
だ
け

で
在
る

か
の
ご
と
く
錯
覚
」
（
Ｖ
ＩＩ
　５
８
）

す
る
こ
と

に
起
因

す
る
。

し

か
し
そ

の
錯
覚

に
よ
っ
て
神
人
関
係
そ
の
も

の
が
断

た
れ
る
こ
と
は
な
く
、

滝
沢
に
よ
れ
ば

「
自
殺

の
可
能
性
」
と
い
う
表
現
自
体
が

「
実
際

に
は
絶
対

に
不
可
能
な
こ
と
を
、
最
も
容
易
に
可
能
な
こ
と
の
ご
と
く
錯
覚
」
（
Ⅶ

5
8
）
す
る
こ
と
に
基
づ
い
た
倒
錯
的
表
現
で
し
か
な
い
。

三
　
バ
ル
ト
と
滝
沢
の
自
殺
論
の

意

義

と

問

題

点

キ
リ
ス

ト
教
史

に
お
い
て
は
ユ
ダ
を
悪
魔
化
し
敵
対
視
す
る
傾
向
が
、
ま

た
そ
れ
と
共
に
自
殺
者
を
排
斥
す
る
傾
向
が
存
在
す
る
。
し
か
し
滝
沢
は
、

「
先
生
」
の
境
涯
が
実
は
「
す
べ
て
の
者
の
避
け
難
い
運
命
」
（
Ⅳ
　
8
3
）
で

自殺についての神学的哲学的一考察105



は
な

い
か
と
問

い
、
自
殺
が
万

人
の
前
に
開

か
れ
て

い
る
虚
無
の
深
淵
で
あ

る
こ
と

を
示
唆
す
る
。

。バ
ル
ト
と
滝
沢
は
共

に
、
自
殺
へ
の
誘
惑
を
単

に
人

間
存
在

の
例
外
的
局
面
で

は
な
く
、
そ
の
本
質

か
ら
由
来
す
る
も
の
と
捉
え
、

神
学
的

或
い
は
宗
教
哲
学
的
死

生
観
の
不
可

避
の
課
題
と
し
て
論
じ
て

い
る

点

に
お
い
て
、
深
く
共
通
し
て

い
る
。

自
殺

は
自
由
意
志

に
基
づ
く
行
為
で
あ

っ
て
も
、
そ
れ
が
生
命
の
恩
恵

の

看
過

に
起
因
す

る
時

、
自
殺
者
は
あ
た

か
も
神
の
如

く
自
ら
の
生
死
の
決
定

者
と

な
り
、
そ
の
結
果

自
ら

の
生
命
を
抹
消
す
る
と
い
う
矛
盾

に
陥

る
。
自

殺
者

は
死
刑
執
行
人
で

あ
る
と
同
時
に
死
刑
囚
で
あ
る
と
い
う
自
己
撞
着
、

生
き

る
こ
と
も
死

ぬ
こ

と
も
で

き
な
い
不
自
由
の
中
で
人
生
に
終
止
符
を
打

つ
。し

か
し
バ
ル
ト
と
滝

沢
は
、
そ
の
よ
う
な
破
滅
的
自
殺
と
は
異
な

っ
て
、

自
ら

の
命
を
絶
つ
こ

と
に
よ
り
他
者
の
生
命
が
促
進
さ
れ
る
よ
う
な
、
積
極

的
な
意
味

を
持

つ
死

が
、
「
汝
自

ら
を
殺
す
な

か
れ
」

と
い
う
戒

め
を
超
え

た
と
こ
ろ
に
あ
り
う
る
こ
と
を
認
め
る
。
そ
の
よ
う
な
自
己
犠
牲
の
死

の
例

と
し
て
、
バ
ル
ト
は
イ

エ
ス
の
十
字
架

の
死
、
滝
沢

は
さ
ら

に
そ
の

「
徴
」

と
し
て

の
「
先
生
」
の
死
を
挙
げ
る
。
こ
の
点
で
。バ
ル
ト
と
滝
沢

は
共

に
、

死
を
通
過
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
逆
説
的

に
も

た
ら
さ
れ

る
よ
う

な
一
種

の
生

命
の
可
能
性
を
把
握
し
て

い
る
。

ま

た
。バ
ル
ト
と
滝
沢

は
、
「
汝
生
き

る
べ
し
」

と
い
う
戒

め
が
断
言
的
命

令

に
転
ず
る
時

に
、
自
殺
の
抑
止
力
と

は
な
ら
ず
、
む
し
ろ
そ

の
逆

に
作
用

し
う

る
こ
と
も
指
摘
す

る
。
生
命

の
力
や
存
続

そ
れ
自
体

に
対
す

る
無

条
件

の
肯
定
や
礼
賛

は
そ
の
裏
面

に
お
い
て
、
不

成
功
に
終

わ
っ
た
弱

い
生
命
を

蔑
視
し
排
斥
す
る
業
績
主
義
的
生
命
観
で
も
あ
る
。

。バ
ル
ト
と
滝
沢

は
、
倫
理
或

い
は
律
法
を
有
効
な
も

の
と
す

る
の
は
、
そ

の
根
源

に
あ
る
福
音
、
即

ち
生
命
の
約
束
と
し
て

の
罪

の
赦
し
で
あ
る
こ
と

を
見

い
だ
す
。
神
人

の
不
可
分

・
不
可
逆

。
不
可
同

な
関
係

は
同
時

に
、
福

音
と
倫
理
の
不
可
分
・
不
可
逆
・
不
可
同
な
関
係
で
も
あ
る
。
バ
ル
ト
と
滝

沢

は
、
生
命
の
逆
説
、
即

ち
人
間
が
自
ら
の
生
命
の
主
人
で
あ

る
こ
と
を
や

め
、
自
ら
の
生
命

を
根
拠
付
け
包
括
す
る
よ
り
大
き

な
神

的
生
命
と

の
関
係

の
下

に
自
ら
を
認
識
し
直
す
時

、
生
命
力
を
再

獲
得
す

る
と

い
う
逆
説

に
お

い
て
、
深
く
共
通
し
て

い
る
。

以
上

は
バ
ル

ト
と
滝
沢

の
共
通
点
で
あ
る
が
、
両
者

の
自
殺
論

を
通
し
て
、

従
来
強
調
さ
れ
て
こ
な

か
っ
た
。バ
ル
ト
と
滝
沢

の
相
違
も
ま
た
見
え
て
く
る
。

滝
沢

の
復
活
理
解

は
、
「
先

生
」

の
教
え

や
人
格
が
そ
の
死

後
に
弟
子
の
心

の
中

に
引
き
継
が
れ
息

づ
く
と
い
う
意
味
で
の
精
神
的

な
も
の
で

あ
る
の
に

対
し
て
、

バ
ル

ト
の
復
活

理
解
は
キ
リ

ス
ト
教
終
末
論
的
な
も

の
、
つ
ま
り

自

殺
者
が
終
末

に
お
い
て
心
身
全
体
の
復
活
に
あ
ず
か
り
、
永
遠
の
生
命

に

参
与
す

る
可
能
性

が
あ
る
と
い
う
信
仰
的
理
解
で
あ
る
。
こ
の
復
活

理
解

に

関
す

る
違

い
は
、
死

生
観
や
終
末
論
を
巡

る
大
き
な
問
題
で
あ
り
、
稿
を
改

め
て
論
じ

る
必
要

が
あ
る
。

ま
た
、

バ
ル
ト
と
滝
沢
の
展
開
し
た
原
理
的
な
自
殺
に
つ
い
て
の
考
察
は
、

自
殺
の
複
合
的
原
因

の
認
識

に
よ
っ
て
補
わ
れ
る
必
要
が

あ
る
。
「
先

生
」

の
死
そ
の
も
の
は
幾
つ
も
の
き
っ
か
け
―
明
治
天
皇
の
死
と
乃
木
将
軍
の
殉



死
、
友
人
の
死
に
対
す
る
罪
悪
感
―
を
持
っ
て
い
る
。
ま
た
滝
沢
が
「
先
生

自
身
に
も
ま
た
、
自
分
の
自
殺
す
る
理
由
が
ほ

ん
と
う

に
呑
み
込
め
て

い
な

か
っ
た
」
（
ＩＶ
　
１
０
１
）

と

述
べ

て

い
る
通

り
、

そ
の
自

殺

の
原
因

は
小

説

『
心
』
の
内

容
か
ら

は
必
ず
し

も
明
確
で

は
な
い
。
芥
川

の
自

殺
も
ま

た
、

彼
自
身
の
「
た
だ
ぼ
ん
や
り
と
し
た
不
安
」
に
起
因
す
る
と
い
う
自
殺
直
前

の
自
己
理
解
が
示
す
よ
う
に
、
特
定
の
因
果
関
係

に
還
元
で
き

な
い
複
合
的

な
も
の
で
あ
る
。

具
体
的
な
自
殺
の
諸
原
因
の
理
解

ぬ
き

に
し
て

は
、

バ
ル
ト
と
滝
沢

に
よ

る
福
音
と
恩
恵
の
先
行
性
、
優
位
性
の
強
調

は
、
再

び
律
法
主
義
的
断
言

に

転
落
す
る
危
険
を
持
つ
。
バ
ル
ト
が
「
あ
な
た

は
生
き
て

い
て
よ
い
」
と
言

い
表
し
た
、
神
か
ら
人
へ
と
垂
直
に
啓
示
さ
れ

る
福
音

は
、
人
と
人
と

の
間

の
水
平
次
元
に
お
い
て
、
理
解
と
体
験
が
可
能

な
形
で
表
現

さ
れ
伝
達

さ
れ

る
必
要
が
あ
る
。
こ
の
生
命
の
恩
恵
が
如
何

に
し
て
人
間

に
と
っ
て
認

識
さ

れ
体
験
さ
れ
う

る
の

か
と
い
う
問

い
は
、
神
中

心
的
な
啓
示

神
学
に
よ

っ
て

蔑
に
さ
れ
る
危
険
性
が
あ
る
。
。バ
ル
ト
滝
沢

の
両
者
が
こ
の
問
い
に
答
え

を

も

っ
て

い
る

か
ど
う

か
は
、
さ
ら

に
検
討

の
余
地
が
あ
る
。

ま
た
こ

の
問
い

は
、
キ
リ

ス
ト
教
の
福
音
の
理
解
が
非

キ
リ
ス
ト
教
的
国
日
本
に
お
い
て
い

か
に
可
能
で
あ
る
か
と

い
う
問

い
と
も
連
動
す

る
。

バ
ル
ト
と
滝
沢

に
よ
る
神
学
的
宗
教

哲
学

的
な
自
殺
論
は
、
自
殺
問
題
に

対
し
て
可
能
な
多
様
な
視
点
の
一
つ
で

あ
る
。

そ
れ
は
他
の
社
会
学
的
、
心

理
学
的
、
精
神
医
学
的
等
の
視
点
と
協
力
し

あ
う
こ

と
で
、
さ
ら
に
具
体
性

を
獲
得
す
る
だ
ろ
う
。

両
思

想
家
が
示
す
福
音
と
律
法
の
相
互
連
関
と
相
互
内
在
、
不
可
分
・
不

可
同

・
不
可
逆

の
関
係

は
、
自
殺
行
為
に
対
し
て

は
究
極
的

に
「
否
」
を
表

明

す
る
。
し
か
し
そ
れ

は
自
殺
志
願
者
、
自
殺
者
と
そ
の
縁
故
者
を
単
に
排

斥
し
な
い
、
死

と
生
を
含
む
包
括
的
生
命
観
、
ま
た
死
者
を
弔

い
つ
つ
、
生

命
へ
の
希
望
を
促
進
し
形
成
す
る
、
死
者
と
生
者
の
共
時
的
通
時
的
な
共
同

体
の
形

成
に
貢
献
し
う

る
点
に
お

い
て
、

い
ま
な
お
生
き

た
思
想
で
あ
り
続

け
る
。

（

１

）
　

Ｋ

ａ
ｒ
ｌ
 

Ｂ
ａ
ｒ
ｔ
ｈ
,
 

Ｄ

ｉｅ

 

Ｋ

ｉｒ
ｃ
ｈ
ｌ
ｉｃ
ｈ
ｅ

 

Ｄ
ｏ
ｇ
ｍ

ａ
ｔ
ｉ
ｋ
,
 

Ｂ

ｄ
.
 

Ｉｙ
ｌ
-
Ｉ
Ｖ

／
４
,

Ｚ
ｏ
ｌ
ｌ
ｉ
ｋ
ｏ
ｎ
ｙ
Ｚ
ｉ
ｉｒ
ｉｃ
ｈ

　
１
９
３
２
-
１
９
６
７
.

こ

の

著

作

の

巻

数

や

頁

数

を

（
Ｋ

Ｄ

　
Ｉ
Ｉ
Ｉ
／
４

「

１
０
０
）
或
い
は
（
1
0
0
）
等
と
記
す
。

（
２
）
　
Ｋ
Ｄ
　
Ｉ
Ｉ
Ｉ
／
４
,
　
Ｚ
ｏ
ｌ
ｌ
ｉ
ｋ
ｏ
ｎ
／
Ｚ
ｉ
ｉ
ｒ
ｉ
ｃ
ｈ
　
１
９
５
１
,
　
４
５
３
-
５
３
８
.

（

３

）
　

サ

ウ

ル

（

サ

ム

エ

ル

記

上

三

一

章

四

節

）
、

ア

ヒ

ト

ペ

ル

（

サ

ム

エ

ル

記

下

一

七

章

二

三

節

）
、

ジ

ム

リ

（

列

王

記

上

一

六

章

一

八

節

）
、

ユ

ダ

（

マ

タ

イ

福

音

書

二

七

章

五

節

）

な

ど

の

諸

例

を

参

照

。

（

４

）
　

Ｋ

Ｄ

　
Ｉ
Ｉ
Ｉ
／
４
,
　
３
６
６
-
４
５
３

を

参

照

。

（

５

）
　

マ

タ

イ

福

音

書

二

七

章

三

～

一

〇

節

を

参

照

。

（
６
）
　
Ｋ
Ｄ
　
Ｉ
Ｉ
／
２
,
　
Ｚ
ｏ
ｌ
ｌ
ｉ
ｋ
ｏ
ｎ
／
Ｚ
ｉ
ｉ
ｒ
ｉ
ｃ
ｈ
　
１
９
４
２
,
　
５
０
８
-
５
６
３
.

（

７

）
　

例

え

ば

第

一

コ

リ

ン

ト

書

一

一

章

二

三

節

を

参

照

。

（

８

）
　

瀧

澤

克

己

著

作

集

第

二

巻

『

カ

ー

ル

・

バ

ル

ト

研

究

』
、

法

蔵

館

、

一

九

七

五

年

、

三

～

一

四

頁

を

参

照

。

（

９

）
　

夏

目

漱

石

『

心

』
、

夏

目

漱

石

全

集

第

一

二

巻

、

岩

波

書

店

、

一

九

七

九

年

。

滝

沢

の

『

心

』

解

釈

と

し

て

、

瀧

澤

著

作

集

第

三

巻

『

夏

目

漱

石

Ｉ

』
、

一

九

七

四

年

、

法

蔵

館

、

特

に

『

夏

目

漱

石

』

（

一

九

四

三

年

）
、

ま

た

瀧

澤

著

作

集

第

四

巻

『

夏

目

漱

石

Ⅱ

、

芥

川

龍

之

介

』
、

法

蔵

館

、

一

九

七

三

年

、

特

に
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「
漱
石
の

『
こ

こ
ろ
』
と
福

音
書
」
（
一
九
五
六
年
）
及

び
『
漱
石

文
学
に
お
け

る
結
婚
と
人

生
』
（
一
九
五

六
年
）

を
検

討
す

る
。
瀧
澤
著
作

集
の
巻
数
と
引

用
頁

数
は
、
例
え
ば
全
集
第
四
巻
一
〇
〇
頁
を

（
ＩＶ
　
１
０
０
）
と
記
す
。

（
1
0）
　
滝
沢
の
芥
川
論
と
し
て
は
、
前
掲
著
作
集
第
四
巻

、
特

に
「
芥
川

龍
之
介
の

死

と
倫
理
の
問
題
」
（
一
九
三
七
年
）
、
瀧
澤
著
作
集

、
第
七
巻

『
仏
教
と

キ
リ

ス
ト
教
の
根
本
問
題
』
、
法
蔵
館
、
一

九
七
三

年
、
特
に
「
侏
儒
の
言
葉
」
（
一

九
六
七
年
）
、
「
聖
書
の
人
間
観
と

哲
学
の
基

本
的
諸
問
題
」
（
一
九
六
六
年
）

を
参
照
。

（
1
1）
　
漱
石

『
心
』
、

二

二

～

二

一
二
頁
。

（
1
2）

『
侏
儒

の
言
葉
』
（
一
九
二
三

～
一
九
二
五
年
）
、
芥
川
龍
之

介
全
集
第
七
巻
、

岩
波
書
店
、
一
九

八
二
年
、
三
九
八
頁
。

（
1
3）

『
侏
儒

の
言
葉
（
遺
稿
）
』
（
一
九
二
七
年
）
、
芥
川
全
集
第
九
巻

、
岩
波
書
店
、

一
九
八
三
年
。
三
四
八
頁
。

（
1
4）
　
漱
石
は
「
天
下

に
己
以
外
の
も
の
を
信
頼
す

る
よ
り
果
敢
な
き

は
あ
ら
ず
。

而

も
己
れ
ほ
ど
頼
み
に
な
ら
ぬ
も
の
は
な
い
。
」
（
漱
石
全
集
第
二

八
巻
、
明
治

三

九
年
二
月
一
三
日
付
の
森
田
草
平
宛
書
簡
、
岩
波
書
店
、
一
九

八
〇
年
、
二

Ｉ
頁
）
と
記
し
て
い

る
。
滝
沢
に
よ
れ
ば
、
こ
の
漱
石
を
悩

ま
し

た
問
題
は
愛

弟
子
芥
川
を
苦
し
め

た
謎
で
も
あ

っ
た
。
（
Ｖ
　
２
７
４
）

（
1
5）
　
芥
川
龍
之
介
「
或
旧
友
へ
送
る
手
記
」
（
一
九
二
七
年
）
、
全
集
第
九
巻
、
岩

波
書
店
。
一
九

八
三
年
、
二
七
五
頁
。

（

ふ
く

し

ま

・
よ

う

、

神

学

・
倫

理

学

。青

山

学

院

大

学
非

常

勤
講

師

）
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