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「
既

に

」

と

「
未

だ

」

と

い

う

概

念

「

既

に
」

と

「
未

だ
」

と

い

う

言

葉

は

、

時

を

表

す

副

詞

で
あ

る

が
、

あ

る

抽

象

概

念

を
形

成

す

る
際

に
、

始

め

に

「
既

に
」

そ

の

も

の

が

あ

る
と

認

識

す

る
場

合

と

、
「
未

だ
」

な

い

と

認

識

す

る

場

合

で

は

、

そ

こ

に

形

成

さ

れ

る

概

念

構

造

が
別

個

の
も

の

に

な

り

は

し

な

い

だ

ろ

う

か

。

例

え

ば

、
同

じ

「
春

」

と

い

う

認

識
対

象

に

つ

い

て

も

、
こ

れ

を

「
既

に
」

と

認

識

す

る
場

合

と

「

未

だ
」

と
認

識

す

る

場

合

で

は

、
次

の
よ

う

な

具

体

的

自

然

現

象

に
つ

い

て

の
認

識

の
相

違

が

生

じ

て
く

る

。
「
春

は

既

に

（
ａ
ｌｒ
ｅ
ａ
ｄ
ｙ
）
来

た
」

と

言

っ
た
場

合

、
我

々

は

、
そ

れ

を

、
自

然

の

な

か

に

見

よ

う

と

す

る

。

芽

吹

い

た
木

々
、

さ
え

ず

っ
て

い

る
小

鳥

、

降

り

注
ぐ

太

陽

の

光

、

こ

れ

ら

は

、

ど

れ

も
み

な

「
春

の
証

し

」

に
な

り

う

る

で

あ

ろ
う

。

こ

こ

で

は

、

草
木

の
日

々

の
変

化

や

、

小

鳥

の
さ

え

ず

り

の

変

化

や

、
陽

光

の
色

あ

い

の
違

い
が

問

題

な

の

で

は

な
く

、
そ

れ

ら

に
見

ら
れ

る
あ

ら

ゆ

る

差

異

、
そ

こ

に
生

ず

る
あ

ら

ゆ

る
変

化

に
も

か

か

わ

ら
ず

、

変

わ

ら

ぬ
ひ

と

つ
の

春

が

「
既

に
」

あ

る

こ
と

が
問

題

と

な

る

の

で
あ

る
。

言

い
換

え
れ

ば

、

光

や

木

々
や

鳥

は
、
「
春

の
中

に
包

み

込

ま

れ

て
」

い

る
。

こ

の

意

味

で

、

自

然

は

静
的

な

存

在

と

し
て

捉

え

ら
れ

る
で

あ

ろ

う
。

一

方

、
「
春

は
未

だ

（
ｎ
ｏ
ｔ
　ｙ
ｅ
ｔ
）

来

な

い

」

と

言

っ

た

場

合

、

全

く
同

じ

よ

う

に
そ

こ

に
あ

る

自

然

で
あ

っ
て

も

、

そ

れ

ら

は
、
「
春

の

証

し
」

に

は

な

り

え

ま
い

。

し

か

し

、

だ
か

ら

と

い

っ
て

、
そ

れ
ら

が

「
冬

の
証

し

」

だ

と

い

う

の

で

は

な

い

。
「
冬

」

か

ら

「
春

」

へ
向

か

う

途

上

に
あ

る

も

の

な

の

で

あ

る
。

従

っ
て

、
「
来

る
べ

き
（
ｙ
ｅ
ｔ
　ｔｏ
　ｂ
ｅ
）
春

」

へ

「

向

か
う

も

の
」

と

し

て

、

認
識

さ

れ

る
こ

と

に

な

ろ

う

。
こ

こ

で

は
、
木

々
や

、

小

鳥

や
陽

光

の

、

違

い

が
問

題

と

な

る
の

で

あ
り

、
「
そ

れ

ぞ

れ
」

の

春

へ

向

か

っ
て

の

刻

々

の
変

化

が
注

目

さ

れ

る

の
で

あ

る
。
「
未

だ
」

来

な

い

春

の

全
体

像



は
、
わ
か
ら
な
い
。
し
か
し
、
そ

れ
ぞ
れ
の
自
然

が
ば
ら
ば
ら
に
春

に
向
か

っ
て
い
る
と
い
う
の
で
は
な
く
、
降
り
注
ぐ

太
陽

の
も
と
で

、
木

々
が
芽
ぶ

き
、
そ
こ
で
鳥
が
さ
え
ず
る
と
い
う
よ
う

に
互
い

に
関

わ
り
を
も
ち
つ
つ
春

を
形
造
っ
て
い
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
意
味
で
、
自
然
は
動
的
な

性
格
を
も
つ
も
の
と
し
て
、
捉
え
ら
れ
ゐ
で
あ
ろ
う
。
自
然
か
ら
春
を
認
識

す
る
し
方

に
も
、
次
の
よ
う
な
特

徴
が
あ

る
。

「
既
に
」
と
言
う
者
に
と
っ
て
は
、
た
と
え
木
々
の
芽
が
ど
ん
な
に
堅
く

と

も
、
小

鳥
の
さ
え
ず
り
が
ど
ん
な
に
拙
く
と
も
、

た
と
え

ど
ん
な
春
の
到

来

を
否
定

し
う
る
よ
う
な
自

然
現
象

が
あ

っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
ら
を
越
え

て

「
春
」

は
「
既

に
」

あ
る
の
で
あ

る
。
一
方
、
「
未

だ
」
と

い

う

者

は
、

ひ
と

つ
ひ
と

つ
の
自

然
の
刻

々
の
変
化
に
即
し
て
、
順

々
に
確
か
め
な
が
ら
、

春

を
捉
え

て
い
こ

う
と
す
る
。
「
た
と
え
ど
ん
な
…
…
で
あ

ろ

う

と

も
」
と

い
う
思
考
は
起
こ
ら
な
い
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
見
方
を
抽
象
と
具
体
と
の
関
係
で
整
理
し
て
み
よ
う
。

抽

象
に
つ
い
て
「
既

に
」

の
認
識

が
先
行
し
た
と
す
れ
ば

、
具
体

は
、
抽

象
の
「
証

し
」
と

し
て
捉
え

ら
れ
う

る
で
あ
ろ
う
。
具
体

は
、
ど
う

な
る
か

と
い
う
視
点
で
は
な
く
、
「
何
で
あ
る
か
」
と
い
う
視
点
で
、
つ
ま
り
そ
の

「
存
在
の
意
味
」

が
問
わ
れ
る
こ
と

に
な
る

の
で
あ

る
。
と

こ

ろ

で
、
「
既

に
」

あ
る
抽
象
は
、
個

々
の
具
体

を
包
み
込

ん
で
い

る
。

逆
に
見

れ
ば
、
具

体
は
、
既
に
結
ば
れ
た
一
体
性
の
な
か
に
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の

点
で
、
具
体
は
、
「
み
な
（
a
l
l
）
）
」
と
い
う
視
点
で
捉
え
る
こ
と
が
可
能
に
な

ろ

う
。
つ
ま
り
、
具
体
認
識

の
う
え
で
、
個

々
の
具
体
の
「
共
通
性
や
普
遍

性
」

に
注
目
し
よ
う
と
す
る
傾

向
が
生
じ
る
の
で

あ
る
。
具
体
か
ら
抽
象
を

認
識
す
る
七
方

は
、
現
実
に
認
識
さ
れ
る
具
体
と
、
「
既
に
」
と

仮
定

す

る

こ
と
で

認
識
可

能
と
な
る
抽
象
と
、
そ
の
隔
た
り
を
解
消

す
る
こ
と
で
可
能

と
な
る
。
そ
れ
は
、
具
体
を
「
越
え
る
」
こ
と
に
よ
っ
て
抽
象
を
認
識
す
る

し
方
で
あ
る
。

一
方

、
抽
象
に
つ
い
て
「
未

だ
」
の
認
識
が
先
行

し
た
と
す
れ
ば
、
具
体

は
、
抽
象
に
「
向
か
う
も
の
」
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
。
従

っ
て
、
具
体
は
、

何
で

あ
る
か
と
い
う
視
点
で

は
な
く
、
「
ど
う
な
る
か
」
と

い

う

視
点
で
、

つ
ま
力
「
存

在
の
動
機
」

が
問

わ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
そ
の
志
向

性
に
お
い
て

個

々
の
具

体
は
共
通
し
て
い
て
も
、
向
か
う
と
い
う
途
上

に
あ

る
と

い
う
点
で

、
個
々
は
、
変
化
し
動
的
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
具
体
の
「
変

化
や
差
異
」
に
注
目
し
よ
う
と
す
る
傾
向
が
生
じ
る
。
そ
う
し
て
捉
え
ら
れ

る
具
体
は
、
み
な
で
は
な
く
「
お
の
お
の
（
e
a
c
h
）
」
な
の
で
あ
る
。
具
体
か

ら
抽

象
を
認
識

す
る
し

方
に
お
い
て
、
前
者
と
根
本
的
に
異
な
る
こ
と

は
、

抽
象
に
つ
い
て

は
、
「
未

だ
」

わ
か
ら
な
い
と
い
う

点

に

あ
る
。
従
っ
て

、

認
識
可
能

な
の
は
、
飽

く
ま
で
具
体
で
あ
る
。
抽
象
概

念
は
、
具
体
が
そ
れ

に
向
か

っ
て

「
順

序
よ
く
近

づ
い
て
い
く
」
そ
の
過

程
で
形
成
さ
れ
る
こ
と

に
な
ろ
う
。

本
稿
で

は
、
こ
の
二

つ
の
認
識

パ
タ
ン
の
可
能

性
を
探

る
目
的
で
、
キ
リ

ス
ト
教
に
お
け

る
人
間

理
解

に
つ
い
て

検
討

し
て
み

た
い
。

1
1
　
キ

リ

ス

ト

教

に
お

け

る

二

つ

の
可

能
性



宗
教
と
し
て
の
キ
リ
ス
ト
教
は
、
人
間

の
聖

な
る
側
面
を
積
極
的
に
理
解

し
よ

う
と
す
る
。
キ
リ
ス
ト
教
に
共
通
す
る
、
人
間

の
聖
な
る
側
面

に
つ
い

て

の
理
解
と
し
て

、
こ
こ
で
は
、
次
の
二

つ
を
取

り
上
げ
て
み
た
い
。
個
と

し
て

の
人
間
の
聖
な
る
側
面

と
し
て

、
人
間

の
「
原
罪
か

ら

の

救

い
」
、
共

同
体
と
し
て

の
人
間
の
聖
な
る
側
面

と
し
て
、
「
キ
リ
ス
ト
の

体
」
と

し

て

の
共
同
体
と
い
う
概
念
で

あ
る
。
仮
に
、
上
に
述

べ
た
よ
う
な
認
識

パ
タ
ン

が
あ

る
と
す

る
な
ら
、
次
の
よ
う
な
二
つ
の
、
現

実
の
人
間

に
つ
い
て
の
理

解

の
可
能
性
が
想
定
さ
れ
よ
う
。
聖
な
る
も
の
が
、
「
既

に
」
と

仮
定

す

る

な

ら
、
現
実

は
そ
の
「
証

し
」
と

し
て
捉
え

る
こ
と

が
可
能
で
あ
る
。
と
す

れ
ば
、
現
実
に
こ

の
世
で

、
人
間

の
罪

か
ら
の
救

い
の
「
証
し
」
を
見
る
こ

と
が
可
能
だ
と
い
う
考
え

が
導

か
れ
る
で
あ
ろ
う
。
聖
な
る
も
の
の
証

し
と

し
て
の
サ
ク
ラ
メ
ン
ト
に
つ
い
て
は
、
カ
ト
リ
ッ
ク
と
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
で

は
、
認
め
ら
れ
る
も
の
が
異

な
る
が
、
重
要

な
の
は
「
原
罪
か
ら
の
救
い
」

が
、
「
証
し
」
と

し
て
認

め
ら
れ
て

い
る
か
ど
う

か
で
あ

る
。
こ

れ

を

認

め

て
い
る
の

は
、
カ
ト
リ
ッ
ク
だ
け
で

あ
る
。
ま
た
。
一
つ
の

キ
リ
ス

ト
の
体

に
つ
い
て
も
、
「
既
に
」
と
仮
定

す
る
な
ら
、
現
実

の
目
に
見
え

る
教
会
が
、

歴
史
を
越
え
、
全
世
界

に
共
通

に
、
そ
の
「
証
し
」
と
し
て
一
つ
で
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
と
い
う
考
え

が
導
き
出

さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

カ
ト
リ

ッ
ク
は
、

こ

の
よ
う
な
認
識

の
も
と

に
、
教

会
組
織

を
も
っ
て
い
る
。

一
方
、
聖
な
る
も
の
が
、
「
未

だ
」
と
仮
定

す
る
な
ら
、
現
実

は

そ

れ

へ

「
向

か
う
も
の
」
と

し
て
認
識

さ
れ
る
。
と

す
れ
ば

、
人
間
の
罪
か
ら
の
救

い

は
、
現
実
に
は
「
未

だ
」
見

る
こ
と

が
で
き
な
い
こ
と
に
な
ろ
う
。
し
か

し
、
だ
か
ら
と
い

っ
て

、
罪
の
ま
ま
に
留

ま
っ
て
い
る
と
い
う
の
で

は
な
く
、

救
い
に
向
か
っ
て

い
る
の
だ
と
い
う
考
え
が
導

か
れ
る
で
あ
ろ
う
。
こ

の
よ

う
な
考
え

方
は
、
「
原
罪

か
ら
の
救
い
」
を
サ
ク
ラ

メ
ン
ト
と
し
て

で

は

な

い
と
こ
ろ
の
「

義
認
」
と
「
聖
化
」
と
い
う
概
念
で
説
明

す
る
プ
ロ
テ
ス

タ

ン
ト
に
見
い
出

す
こ
と

が
で
き
る
。
ま
た
、
一
つ
で
あ
る
キ
リ
ス
ト
の
体

に

つ
い
て
も
、
「
未

だ
」
と
仮
定
す
る
な
ら
、
現
実
の
目
に

見
え

る
教
会

は
、

そ
れ
に
向
か
う

も
の
と
し
て
、
必
ず
し
も
一
つ
と

は
限
ら
な
い
と

い
う
考
え

が
導
か
れ
る
で
あ
ろ
う
。
プ
ロ
テ
ス
タ
ト
は
、
現
実
の
教
会
に
、
そ
の
多

様
性
を
認
め
て
い

る
。

そ
こ
で
、
カ
ト
リ
ッ
ク
と
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
人
間
理
解
に
つ
い
て
、
ど

の
よ
う
な
傾
向

の
相
違
が
あ
る
か
見
て
み

た
い
。

Ⅲ
　

キ

リ

ス

ト
教

に
み

ら

れ

る
二

つ

の

人

間

理
解

１
　

カ
ト
リ
ッ
ク
の
人
間

理
解

カ
ト
リ
ッ
ク
の
個
と
し
て
の
人
間
に
つ

い
て
の
理
解

は
、
人
間

は
成
長
の

時
を
越
え

、「
既

に
」
一
個
の
人
間
で
あ

る
と
い
う
考
え

に
基
づ

い

て

い

る

と
い
え

る
。
ま
ず

、
避
妊
を
認
め
て

い
な
い
。
そ
の
理
由

は
、
「
す

で

に

始

ま
っ
た
生
命
の
発
育
を
直
接
妨
げ
る
こ
と
」
だ
か
ら
で
あ

る
と
し
て
い
る
。

そ
し
て

、
妊
娠
中
絶
も
ま
た
認

め
て

い
な
い
。
そ
れ
は
「
受
精
の
瞬
間
に
す

で
に
人
間
で
な
け

れ
ば
、
決
し
て
人
間

に
な
る
こ

と

は

な
い
」
と
し
、
「
受

胎
の
時
か
ら
、
胎
児

は
神
か
ら
第

一
に
受
け

た

生
き

る
権
利

を

も

っ
て

い

る
」
と

い
う
考
え

に
よ
る
。
も
ち
ろ
ん
、

カ
ト
リ
ッ
ク
に
も
「
成
長
」
の
概



念

は
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ

は
、
「
未
だ
」
な
い
も
の
に
向
か
う

と

い

う
視

点
で

は
な
く
、
「
既
に
」

あ
る
変
化

の
段
階

の
な
か
に
「
入

る

こ
と
」
と

い

う
意
味
で
理
解
さ
れ
て

い
る
よ
う

に
解

せ

ら

れ

る
。

カ
ト
リ
ッ
ク
で

は
、

「
洗
礼
」

は
幼
児

の
時
に
行

わ
れ

な
け
れ
ば

な
ら
な
い
と

し

て

い

る
。
「
す

べ
て
の
人
間
は
、
成
長
の
度
合
、
年
齢
に
か
か
お
り
な
く
、
平
等
」
で
あ
り
、

教
会
が
「
す
べ
て
の
人
に
、
成
人
と
同
じ
く
子
供
に
も
、
最
初
の
、
基
礎
的

秘
跡
で
あ
る
洗
礼
を
授
け
よ

う
と
」

す
る
か
ら
と
い
う
の
が
そ
の
理
由
で

あ

る
。

カ
ト
リ

ッ
ク
の
「
聖
化
」

に
つ

い
て

の
理
解

は
、
「
未

だ
」
な

い
聖

な

る
も
の
に
近
づ
い
て
い
く
と

い
う
観
点
で

は
捉
え

ら
れ
て
い
な
い
と
言

え
る
。

な
ぜ
な
ら
、
第
一
の
「
聖
化
」
で
あ

る
「
洗
礼
」

に
よ

っ
て
、
人
間

は
「
す

で
に
恩
恵
の
状
態
に
あ
る
」
と
し
て
お
り
、
そ
の
「
洗
礼
」
の
後
に
犯
し
た

罪
を
司
祭
に
告
白
し
、
そ
の
つ
ぐ
な
い
を
し
た
な
ら
、
「
神
の
名
に
よ
っ
て

司

祭
か
ら
罪

の
赦
し
を
受
け

る
」
こ
と

が
で
き

る
（
悔
悛
の
秘
跡
）
と

考
え

て

い

る
か
ら
で
あ
る
。

カ
ト
リ

ッ
ク
の
共
同
体
と

し
て

の
人
間

に
つ
い
て

の
理
解

は
、
個
々
の
人

間

は
、
「
既

に
」
結
び
つ
い
て
一

体
と

な
っ
て

い
る
、
即

ち
共
同
体

と

い

う

も
の

が
「
既

に
」
あ
る
と
い
う
認
識

に
基
づ
い
て

い
る
と

い
え

る
。
「
共
同

体

は
ま
ず
各

メ
ン
バ

ー
が
共
に
『
あ
る
』

た
め
に
つ

く
ら
れ
た
と
認
識
す
る

と
こ
ろ

か
ら
は
じ
ま
る
。
他
人
と

の
絆
が
織
り
な
さ
れ
て
き

た
と
あ
る
朝
突

然
気

づ
く
と

、
参
与
と
忠
誠
の
約
束
を
自
ら
す
す
ん
で
決
断
す
る
」
と
い
う

よ
う

な
表
現

に
も
見

ら
れ
る
よ
う
に
、
個
々
人
が
、
「
未

だ
」

な
い

も

の

を

造

っ
て
い
く

の
で

は
な
く
、
寧
ろ
「
既

に
」

あ
る
も
の
に
「
目
覚
め
」
て
そ

の
「
な
か
に
入
る
」
と
い
う
よ
う
な
理
解

が
あ
る
。
カ
ト
リ
ッ
ク
で
は
、
離

婚
が
認
め
ら
れ
て
い
な
い
。
「
キ
リ
ス
ト
の
秘
跡
に
よ
っ
て
神
聖
な
も
の
と

な
っ
た
」
（
婚
姻
の
秘
跡
）

も
の
は
、
不
解
消

だ
と
考
え
ら
れ

て

い

る
。
も

し
、
聖
な
る
結
び
つ
き
が
「
既
に
」
あ
る
と
い
う
認
識
に
立
つ
と
す
る
な
ら
、

分

離
と

い
う
も

の
は
理
論
的
に
成
り
立

た
な
い
で
あ
ろ
う
。

カ
ト
リ
ッ
ク
は
、

現

実
の
教
会

が
、
一
つ
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
教
会
と

は
、
個
を
越
え

た
、

あ
る
い
は
、
す

べ
て
の
個
を
包
み
込
む

も

の
で

あ

り
、
教
会

は
、
「
既
に
」

あ

る

一
体

性

に

お
い

て

捉

え

ら

れ

て
い

る
。

教

会

は

、
「
超

個

人

的

な

統

一

を

な

し

て
救

い

を

求

め

る

全

人

類

を

包
括

す

る

キ
リ

ス

ト

の
体

で

あ

る

。」
あ

る
い
は
、
「
教
会
の
一
体
性
は
、
教
会
の
カ
ト
リ
ッ
ク
性
と
密
接
に
連
関
し

て
い
る
。
こ
の
カ
ト
リ
ッ
ク
性
と
は
教
会
が
内
的
に
も
外
的
に
も
統
一
を
保

ち
つ
つ
全
世
界

に
普
及
す
る
と

の
意
味
で
あ
る
。」
と
い
う
表
現
に
示

さ
れ
て

い
る
。
ま
た
、
教
会
は
、
時
を
越
え
て
、
一
つ
で
あ
る
と
理
解
さ
れ
る
。

「
カ
ト
リ
ッ
ク
性

が
教
会
の
内
面

的
本
性
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
教
会

は
そ
の

公

の
誕

生
、
す

な
わ
ち
聖
霊
降
臨
の
日
以
来

カ
ト
リ
ッ
ク
で
あ

っ
た

は
ず
で

あ
る
。」
と
し
て

い
る
。

カ
ト
リ

ッ
ク
に
お
け

る
多
様
性
の
認
識
で

は
、
一
体

性
が
先
行

し
て

い
る
。
つ
ま
り
、
「
既
に
」

ま
と
ま
り

が

あ
っ
て

そ

の
中
に

多
様
性
が
あ
る
と

い
う
理
解
で
あ

る
。
「
カ
ト
リ
ッ
ク
性

は
そ
れ

自
体
に
お

い
て
、
教
会
を
厳
密

に
唯
一
で
あ
る
と
同
時

に
、
ま
た
無
限
に
変
化

に
富

ん

だ
も
の
と
す
る
特
性
、
あ
る
い

は
本
性
で

あ
る
。
唯
一
性
の
な
か
に
多
数
性

が
あ
る
と
い
う
こ
と

は
、
そ
の
唯
一
性
、
あ
る
い
は
無
限
の
表
現
と
実
現

に

富
ん
だ
唯
一
性

を
告
げ
る
。」
従

っ
て
、
カ
ト
リ
ッ
ク
に
お
け
る
エ
キ
ュ
メ
ニ



ズ
ム
の
意
味

に
は
、
次

の
よ
う
な
特
徴
が
あ
る
と

い

え

よ

う
。
ま
ず
、
「
単

一
唯
一
の
教
会
の
中
に
分
裂
が
起
こ
っ
た
」
と
い
う
理
解

に
お
い
て
、
ひ
と

つ
で
な
い
教
会
の
実
際
が
認
識

さ
れ
、
「
分

か
れ

た

兄
弟
」
が
、
人
間
を
越

え
た
聖
な
る
も
の
の
力
に
よ
っ
て
「
単
一
唯
一
の
教
会
の
一
致
の
う
ち
に
集

め
ら
れ
る
で
あ
ろ

う
」
と

い
う
「
既

に
」
あ
る
一
体
性
を
先
行

す
る
観

点
で

あ
る
。

こ

の
よ
う

に
、

カ
ト
リ

ッ
ク
の
人
間
理
解
は
、
個
と

し
て
そ

の
生
に
注
目

し

た
と
き
、
そ
れ
が
ど

う

な

る

か

と

い

う
視
点

よ
り

、
寧

ろ
「
何
で
あ
る

か
」
と
い
う
人
間
の
「
存
在
の
意
味
」

を
重
視
す

る
傾
向

が
あ
る
と
い
え
る
。

ま
た
、
個

々
の
人
間
の
他
と
の
関

わ
り
に
つ
い
て

は
、
そ
れ
ぞ
れ
と
い
う
よ

り
は
「
み
な
」

が
「
す

べ
て
」

が
と
い
う
視
点
で
。
そ
こ

か
ら
「
普
遍
性
」

や
「
共
通

性
」

を
導
こ
う
と
す

る
傾
向
が
あ
る
と
い
え
よ
う
。

２
　

プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト

の
人
間

理
解

プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
個
と
し
て
の
人
間
理
解
は
、
「
未
だ
」
罪
深
い
も
の

で
あ
る
が
、
し
か
し
、
聖
な
る
も
の
に
向
か
う
も
の
だ
と

い
う
考

え
に
基

づ

い
て
い
る
と
い
え

る
。
「
人
間

は
、
信
仰
に
よ
り
義
と

さ

れ

る

が
、
罪
人
で

あ
る
こ
と
を
ま

ぬ
か
れ
な
い
…
…
そ
れ
ゆ
え
、
か
れ
は
罪

に
対
し
て
戦
う
人

間
で
あ
る
」
と
は
、
"
n
o
t
 
y
e
t
"
の
概
念
で
あ
り
。
「
し
か
し
ま
た
未
来
が

閉
鎖
さ
れ
な
い
人
間
で
あ
る
。
」
と
は
、
"
y
e
t
 
t
o
 
b
e
"
の
概
念
で
と
ら
え
ら

れ
る
と
こ

ろ
の
、
即

ち
「
向

か
う
も

の
」
と
し
て
の
人
間

理
解
で
あ
る
。
こ

の
こ
と

は
、
人
間

は
成
長

の
時

に
即
し

て
、
「
未

だ
」

な

い
一
個

の
人
間

に

成
る
べ
く
形
成
さ
れ

る
も
の
だ
と
い
う
認
識

に
通
じ
て
い

る
と
い
え

よ
う
。

「
人
間
形
成
と
い
う
部
分
が
十
分
に
な
さ
れ
る
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
が
教

育
活
動
全
体

の
成
否
と

い
う
も
の
を
決
定
し
て
い
く
」
と
い
う
よ
う
に
、
人

間
形

成
作
用
と
し
て

の
教
育
が
重
視
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
そ
の
教

育
に
お
い
て

は
、
「
お
宅

の
お
子
さ
ん
と

よ
そ
の
お
子

さ

ん

が
違

っ
て
い
る

の

な

ら

ば

、

な

ぜ

問

題

に

な

さ

る

の

で

し

ょ

う

か

、

私

な

ら

そ

う

い

い

ま

す

。

そ

の

違

い

が

尊

い

の

で

す

。」
と

い

う

よ

う

に

、

個

々

の

差

異

が

重

視

さ

れ

る

。

「
聖
化
」
の
概
念
も
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
で
は
、
「
既
に
」
あ
る
も
の
の
中
に

お

け

る

過

程

と

し

て

で

は

な

く

、
「
目

標

を

目

指

し

て

前

進

す

る

努

力

」

つ

ま
り
、
「
完

成
へ

の
志
向
」
と
、
「
完
成
に
向

か
っ
て
の
前
進
」
と
い
う
概
念

で
捉
え

ら
れ
て

い
る
。
「
未

だ
」

そ

の
目
標
、
終
点

は
、
見

え
な
い
の
で
あ

る
。
「
義
認
論
は
人
間
の
救
済
―
―
要
す
る
に
そ
れ
が
人
間
に
と
っ
て
問
題

で
あ
る
―
―
は
人
間
の
手
中
に
は
な
く
、
ま
っ
た
く
神
の
み
手
の
中
に
あ
る

こ
と
を
告
白
す
る
の
で
あ
る
。
」
と
い
う
よ
う
に
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
に
お
い

て
は
、
秘
跡
と
し
て

の
罪
の
赦
し

は
考
え
ら
れ
て

い
な
い

の

で

あ

る
。
「
神

と
人
間
の
間

で
起
こ
る
こ
と

、
つ
ま
り
神

の
恩
寵

に
よ

る
人
間
の
義
認
と
和

解
は
…
…
特
定

の
個
人
的
情
況

に
お
い
て
起
こ
る
の
で
あ
る
。
神
と
各

々
の

人
間

の
間

の
歴

史
は
、
…
…
当
該
の
人
間
自
身
に
も
そ
の
隣
人
に
も
一
部
隠

さ
れ
て
い
て
、
そ
の
意
味
が
ま
だ
自
覚
さ
れ
て

い
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
し

か
し
こ
の
歴
史

は
、
ま
た
一
部
現
れ
て

い
る
。」
と
し
て

い
る
。

プ
ロ
テ
ス

タ
ン
ト
の
共
同
体
理
解

は
、
「
未
だ
」
結

び
つ

い
て

い

な

い

個

個
の
人
間

が
互

い
に
関
わ
り
あ
っ
て
造

っ
て
い
く
も
の
だ
と
い
う
、
ま
た
こ

こ
で

も
、
形
成
概

念
が
強
い
。
「
『
エ
ク
レ
ー
シ
ア
』
、
民

の
集

会

は
『
存
在



す
る
』
の
で
は
な
く

、
『
起
こ

る
』
、
あ
る
い

は
起
こ
る
こ
と

に
よ
っ
て
存
在

す
る
の
で
あ
り
、
そ

れ
は
一

つ
の
出
来
事
で
あ
る
」
ま
た
、
「
『
エ
ク
レ
ー
シ

ア
』

は
、
単
な
る
集
合
で

は
な
く

、
行
動

す
る
統
一
で
あ
る
。」
と
い
う
表
現

に
こ

の
認
識
が
示

さ
れ
て

い
る
。
プ

ロ
テ
ス
タ
ン
ト
で
は
、
キ
リ
ス
ト
の
体

と
し
て

の
教
会
に
つ
い
て
、
目
に
見
え
る
教
会
と

、
目

に
見
え
な
い
教
会
と

い

う
。
二
つ
の
表
現

を
つ
か
う
こ
と

が
あ

る
。
聖
な
る
も
の
は
、「
未

だ
」
見

え

な
い
の
で
あ
る
。
「
わ
れ
わ
れ
が
教
会
で
あ
る
の
で

は
な

く

て
、
教
会
に

な
る
の
で
す
。
…
…
教
会
は
静
的
で
な
く
て
動
的
で
あ
る
時
、
こ
の
神
の
動

き

、
聖
霊

の
働
き
の
中
で
、
常
に
新
し
く
、
教
会

と
な
っ
て
い
く

の
で
す
。」

ま
た
、
「
教
会

は
こ
の
望
み
、
終
わ
り
の
時
へ
の
望
み
に
生

き

ま

す
。」
と
い

う

よ
う
に
、
目
に
見
え
る
教
会
は
目
に
見
え
な
い
教
会

に
向

か
っ
て
進
む
も

の
と
し
て

捉
え
ら
れ
て
い
る
。
現
実

の
教
会

は
、
「
未

だ
」
と

仮
定

す

る
な

ら
多
様
で

あ
り
う

る
の
で
あ

る
。
こ

の
観
点

か
ら
す
れ
ば
「
教
会

の
分
裂

は
、

教
義
学
者
に
と
っ
て

は
、

か
れ
ら
の
研
究

の
自
由
を
重
視
す
る
こ
と

か
ら
生

ず
る
真

の
分
裂
と
い
う
よ
り
む
し

ろ
多
種
多
様

な
神
学
的
学
派
の
範
囲
内

に

お
け
る
教
義
学
的
感
受
性
の
種
々
の
型
、
さ
ま
ざ
ま
な
神
学
的
伝
統
の
表
現

の
よ
う

に
思
わ
れ
る
」
と
い
う
よ
う
に
、
そ
の
多
様
性

は
、
分
裂
な
の
で

は

な
く
、
寧

ろ
出
発
で
あ
り
、
向
か
う
姿
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
こ
と

に
な
ろ
う
。

従
っ
て
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
に
お
け
る
エ
キ
ュ
メ
ニ
ズ
ム
と
は
、
「
既
に
」

あ
る
一
体
性
の
な
か
に
は
い
る
こ
と
な
の
で
は
な
く
、
多
様
性
が
結
合
し
て

い
く
と

い
う
意
味
で
理
解
さ
れ
て
い
る
と
い

え

る
。
「
教
会
合
同

（
Ｃ
ｈｕ
ｒ
ｃ
ｈ

Ｕ
ｎ
ｉｏ
ｎ
）
を
目
標
と

す

る
一
致
運
動
」
あ

る

い

は
、
「
教
会
合
同

へ
向

か

う

（

Ｔ
ｏ
w

ａ
ｒ
ｄ

　
ａ

　
Ｕ

ｎ

ｉ
ｔ
ｅ

ｄ

　
Ｃ

ｈ
ｕ

ｒ
ｃ
ｈ

）
」
、

ま

た

「

す

べ

て

が

そ

の

各

々

の

場

所

で

―
共
に
生
長
す
る
過
程
（
Ａ
ｌ
ｌ
　
ｉ
ｎ
　
ｅ
ａ
ｃ
ｈ
　
ｐ
ｌ
ａ
ｃ
ｅ
―
Ｔ
ｈ
ｅ
　
ｐ
ｒ
ｏ
ｃ
ｅ
ｓ
ｓ
　
ｏ
ｆ
　
ｇ
ｒ
ｏ
w
ｉ
ｎ
ｇ

ｔ
ｏ
ｇ
ｅ
ｔ
ｈ
ｅ
ｒ
）
」
と
い
う
よ
う
な
、
そ
の
教
会
一
致
運
動
に
お
け
る
表
現
が
、
そ

の

こ

と

を

示

し

て

い

る

と

言

え

よ

う

。

以
上
の
よ
う
に
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
人
間
理
解
は
、
個
と
し
て
人
間
の

生

に

注

目

し

た

と

き

、

そ

れ

が

「

ど

う

な

る

の

か

」

と

い

う

「

人

間

の

存

在

の

動

機

」

を

重

視

す

る

傾

向

が

あ

る

と

い

え

る

。

こ

の

人

間

の

個

の

「

変

化

」

に

注

目

し

よ

う

と

す

る

傾

向

と

同

時

に

、

個

々

に

「

差

異

」

を

見

い

出

そ

う

と

す

る

傾

向

が

あ

る

。

共

同

体

と

は

、

そ

の

よ

う

な

視

点

で

捉

え

ら

れ

た

「

そ

れ

ぞ

れ

」

の

個

が

他

と

の

関

わ

り

を

も

っ

て

、

形

成

し

て

い

く

も

の

だ

と

い

う

理

解

な

の

で

あ

る

。

３
　

人

間

理

解

の

相

違

と

二

つ

の

認

識

パ

タ

ン

聖

な

る

も

の

を

認

識

し

よ

う

と

す

る

こ

と

は

、

キ

リ

ス

ト

教

に

お

い

て

「

信

仰

」

を

意

味

す

る

。

も

し

、

上

に

み

た

よ

う

な

カ

ト

リ

ッ

ク

と

プ

ロ

テ

ス

タ

ン

ト

の

現

実

の

人

間

に

つ

い

て

の

理

解

の

相

違

が

、

二

つ

の

認

識

パ

タ

ン

の

可

能

性

を

示

す

も

の

な

ら

、

両

者

の

「

信

仰

」

に

つ

い

て

の

理

解

の

相

違

に

も

、

初

め

に

み

た

よ

う

な

そ

れ

ぞ

れ

の

パ

タ

ン

に

即

し

た

相

違

が

見

い

出

せ

る

の

で

は

な

か

ろ

う

か

。

聖

な

る

も

の

を

「

既

に

」

と

認

識

し

よ

う

と

す

る

な

ら

、

そ

の

方

法

は

、

現

実

を

「

越

え

る

」

こ

と

に

よ

っ

て

な

さ

れ

る

で

あ

ろ

う

し

、

仮

に

、

聖

な

る

も

の

が

「

未

だ

」

と

み

る

な

ら

、

そ

れ

は

現

実

が

そ

れ

に

向

か

っ

て

「

順

序

よ

く

近

づ

い

て

い

く

」

こ

と

に

よ

っ

て

認

識

さ

れ

る

で

あ

ろ

う

。



カ

ト

リ

ッ

ク

で

は

信

仰

は

、
「
越

え

る

知

」

で

あ

り

、
「
与

え

ら

れ

た

知

」

と

し

て

理

解

さ

れ

て

い

る

と

い

え

る

。
［
信

仰

は

、

正

当

な

飛

躍

で

あ

る

。
そ

し
て
そ
の
飛
躍
に
よ
っ
て
こ
そ
正
当
化
さ
れ
る
。
ゆ
だ
ね
る
こ
と
に
お
い
て
、

こ

こ

に

生

命

、

成

長

、

道

が

あ

る

こ

と

を

感

じ

る

の

で

あ

る

。」
ま

た

、
「
人

間

の

理

性

的

性

質

そ

の

も

の

の

中

に

已

に

存

在

・

真

理

及

び

善

の

究

極

絶

対

の
原

理

へ

の

秩

序

が

認

め

ら

れ

て

い

る

。

天

啓

に

よ

っ

て

神

自

身

が

人

間

に

神
の
存
在
と
彼
の
救
世
企
画
と
を
絶
対
的
な
明
確
さ
を
以
て
顕
示
し
て
い

る
。
」
と
い
う
説
明
に
こ
れ
を
見
い
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
一
方
、
プ
ロ
テ
ス

タ

ン

ト

で

は

、

信

仰

は

、
「
向

か

う

行

為

」

で

あ

り

、
「
導

か

れ

る

行

為

」

と

し

て

理

解

さ

れ

て

い

る

と

い

え

る

。
「

信

仰

は

途

上

に

あ

る

。」
「
信

仰

は

、

神

を

頼

り

と

す

る

こ

と

を

決

断

す

る

こ

と

に

よ

っ
て

、

神

が

存

在

す

る

こ

と

を

知
る
。
」
「
信
仰
へ
と
近
づ
い
て
来
る
、
信
仰
が
信
じ
て
い
る
真
理
が
『
啓
示
』

を

意

味

す

る

。」
と

い

う

よ

う

な

説

明

が

そ

の

こ

と

を

示

し

て

い

る

で

あ

ろ

う

。

ま

た

、

こ

の

相

違

は

、
「
信

仰

に

よ

っ
て

す

で

に

掌

握

し

た

も

の

を

知

性

に

よ
っ
て
理
解
し
よ
う
と
つ
と
め
る
こ
と
に
神
学
の
糸
口
が
あ
る
」
と
す
る
カ

ト
リ
ッ
ク
神
学
と
、
「
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
教
義
学
の
態
度
は
、
…
…
信
仰
が

明
晰
な
方
法
で
そ

の
本
来
の
対

象
を
説
明

で
き

る
点

に
ま
で
信
仰
を
導
こ
う

と
す
る
。
」
と
す
る
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
教
義
学
の
相
違
に
も
通
じ
る
と
こ
ろ

が
あ
る
と
い
え

る
。

以
上

の
よ
う

な
、
キ
リ
ス
ト
教
に
み
ら
れ
る
カ
ト
リ
ッ
ク
と
プ
ロ
テ
ス
タ

ン
ト
の
人
間
理
解

の
相
違

は
、
人
間
の
も
つ
認
識

パ
タ
ン
の
二
つ

の
可
能
性

を
示
す
も

の
と
し
て
捉
え
る
こ
と
は
で
き

な
い
で
あ

ろ
う

か
。

（
１
）
　
ジ
ョ
ン
・
Ａ

・

バ
ー
ト
ン
編
著
、
浜
寛

五
郎
訳

『
現
代
カ

ト
リ

ッ
ク
事
典

』

エ
ソ
デ
ル
レ
書
店
、
一
九
八
二
年
、
「
避
妊
」
の
項
。

（
２
）
　
同

、
「
妊
娠
中
絶
」
の
項
。

（
３
）
　
Ｆ

・
ル
ロ
ッ
卜
、
増
田
和
宣
訳

「
人
生
と
教
会
」
『
人
生

の
探
究
』
第
四
巻
、

エ
ン
デ
ル
レ
書
店
、
一
九
六
二
年
、
四
〇

ペ
ー
ジ
。

（
４
）
　
ジ
ャ
ン
ー
バ
ニ
エ
、
伊
従
信
子
訳
『
共
同
体
―
ゆ
る
し
と
祭
り
の
場
』
女
子

パ
ウ

ロ
会
、
一
九
八
七
年
。
一
〇
九
―
一
一
〇

ペ
ー
ジ
参
照
。

（
５
）
　
教
理
聖
省
、
前
川
登
訳

『
幼
児
洗
礼
に
関
す
る
訓
令
』
カ
ト
リ

ッ
ク
中
央
協

議
会
、
一
九
八
一
年
、
七

ペ
ー
ジ
。

（
｡
6
）
　
同
ニ
八
ペ
ー
ジ
。

（
７
）

『
現
代

カ
ト
リ

ッ
ク
事
典
』
、
「
聖
化
」
の
項
参
照
。

（
８
）
　
同
、
「
悔
悛
」
「
悔
悛
者
の
行
為
」
「
悔
悛
の
秘
跡
」

の
項
参
照
。

（
９
）
　
ジ
ャ
ン
ー
バ
ニ
エ
『
共
同
体
―
ゆ
る
し
と
祭
り
の
場
』
六
七
ペ
ー
ジ
。

（
1
0）
　
南
山
大
学
監
修
『
第
２
バ
チ
カ
ン
公

会
議
　
公

文
書
全
集
』
中
央
出
版
社
、

一
九
八
八
年
『
現
代
世
界
憲
章
』
第

二
部
第

一
章
四

九
（
夫
婦
愛
）
の
項
参
照
。

（
1
1）
　
カ

ー
ル

ー
ア
ダ

ム
、
霜
山
徳
爾
訳
『
カ
ト
リ

シ
ズ
ム
の
本
質
』
吾
妻
書
房
、

一
九
五
三
年
、
一
七
五
ペ
ー
ジ
。

（
一
2
）
　
パ
ウ
ロ
・
フ
ィ
ス
テ
ル
『
基
礎
神
学
講
和
』
（
改
訂
増
補
版
）
中
央
出
版
社
、

一
九
四
七
年
、
一
六
七

ペ
ー
ジ
。

（
1
3
）
　
Ａ
・
レ
テ
ィ
フ
、
山
村
直
資
訳
『
カ
ト
リ
ッ
ク
の
精
神
』
ド
ン
・
ボ
ス
コ
社
、

一
九
五
九
年

、
六
ニ

ペ
ー
ジ
。

（
1
4）
　
同

五
七

ペ
ー
ジ
。

（
1
5）
『
教
会
憲
章
　
付

エ
キ
ュ

メ
ニ
ズ
ム
に
つ

い

て
』
中
央
出
版
社
、
一
九
八
六

年
、
一
一
七

ペ
ー
ジ
。

（
1
6）
　
同
一
二
〇

ペ
ー
ジ
。

（
1
7
）
　
ロ
ジ
ェ
・
メ
ー
ル
、
波
木
居
純
一
訳
『
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
神
学
』
白
水
社
、

一
九
八
一
年
、
八
四

ペ
ー
ジ
。

（
1
8
）
　
熊
沢
義
宣
『
聖
書
の
人
間
理
解
と
今
日
の
教
育
―
―
特
に
人
間
の
価
値
を
め



ぐ
っ
て
―
―
』
東
神
大
パ
ン
ン
レ
ッ
ト
2
1
、
東
京
神
学
大
学
出
版
委
員
会
、
一

九
八
六
年
。
六
ペ

ー
ジ
。

（
1
9）
　
同
二

七
ペ
ー
ジ
。

（
2
0）
　
赤

木
善
光
『
聖
化

』
東
神
大
パ
ン
フ
レ
ッ
卜
1
1、
東
京
神
学
大
学
出
版
委
員

会
、
一
九
八
五
年
、
四

五
ペ

ー
ジ
。

（
2
1）
　
Ｈ

・
オ
ッ
卜
、
沖

野
政
弘
訳
「

教
義
学
」
ヨ
ル
ダ
ン
社

、
一
九

八
八
年

、
八

○

ペ
ー
ジ
。

（
2
2
）
　
同
八
ニ
ペ
ー
ジ
。

（
2
3
）
　
O
・
ヴ
ェ
ー
バ
ー
、
畑
祐
喜
訳
『
集
め
ら
れ
た
共
同
体
』
新
教
出
版
社
、
一

九
七
九
年
、
四
三
ペ
ー
ジ
。

（
2
4）
　
同
四
六
ペ

ー
ジ
。

（
2
5
）
　
加
藤
常
昭
『
教
会
と
は
何
か
』
東
神
大
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
２
、
東
京
神
学
大
学

出
版
委
員
会
、
一
九
八
八
年
、
一
ハ

ペ

ー
ジ
。

（
2
6）
　
同
三

九
ペ
ー
ジ
。

（
2
7
）
　
ロ
ジ
ェ
・
メ
ー
ル
『
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
神
学
』
八
一
ペ
ー
ジ
。

（
2
8
）
　
平
賀
徳
造
「
全
世
界
教
会
運
動
の
経
過
と
目
標
」
『
神
学
』
Ⅷ
　
東
京
神
学
大

学
神
学
会
編
、
一
九
五
五
年
参
照
。

（
2
9）
　
日
本
信
仰
職
制
研
究
会
編
『
教
会
一
致
の
神

学
』
教
文
館
、
一
九
六
五
年
、

一
六
七

ペ
ー
ジ
参
照
。

（
3
0）
　
オ
ラ
ン
ダ
司
教
団
編
、
Ｊ
・

ヴ
ァ
ン
・
ブ
ラ
ッ
セ
ル
、
山

崎
寿
賀
共
訳
『
新

カ

ト
リ
ッ
ク
教
理
』

ヘ
ン
デ
ル
代
理
店
／

エ
ン
デ
ル
レ
書
店
、
一
九
八
三

年
、

三
四
ニ

ペ
ー
ジ
。

（
3
1）
　
パ
ウ
ロ
・
フ
ィ
ス
テ

ル
「
基
礎
神
学
講
和
」
二

六

ペ
ー
ジ
。

（
3
2）
　
Ｈ
・

オ
ッ

ト
『
教
義

学
』

八
六
ペ
ー
ジ
。

（
3
3
）
　
同
九
〇
ぺ
ー
ジ
。

（
3
4）
　
同
三
〇

ペ
ー
ジ
。

（
3
5
）
　
ピ
エ
ー
ル
・
ア
ド
ネ
ス
、
渡
辺
義
愛
訳
『
カ
ト
リ
ッ
ク
神
学
』
白
水
社
、
一

九
七

九
年
、
三
〇

ペ
ー
ジ
。

（
3
6）
　
ロ
ジ
エ
・
メ
ー
ル
『
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
神
学
』
七
一
ペ
ー
ジ
。

（
な
が
し
ま
・
た
か
こ
、
教
育
学
、
東
京
学
芸
大
学
助
手
）
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