
〈
研

究

論
文

６

〉

ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
と
悪
の
問
題

―
弁
神
論
の
歴
史
的
・
比
較
悪
想
的
研
究
に
向
け
て
―

一

こ

の
世
の
悪

、
悲
惨

さ
は
、
世
界

を
支
配
す

る
は
ず

の
神

の
責
任
で
は
な

い
の
か
。
な

ぜ
私

が
こ
の
よ
う
な
悲
惨
な
目
に
会
わ
ね
ば
な
ら
な
い
の
か
。

神
も
仏
も

な
い
も
の
か
。

こ

う
し

た
問

い
を
整
理
し
、
二
つ
の
ギ
リ

シ
ャ
語

、
神
＝
ケ
オ
ス
と
正

義

＝
デ
ィ

ケ
ー
と
を
結

合
さ
せ

た
弁
神
論

Ｔ
ｈｅ
ｏ
ｄ
ｉｃ
ｅ
ｅ
と

い
う
名

を
与

え
た

の
は
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
で
あ
る
。
だ
が
、
こ
の
問
題
は
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
に
始
ま

る
も

の
で
も
、
西

洋

に
限

ら
れ

る
も
の
で
も

な
く
、
旧

約
聖

書

の

『
ヨ
ブ

記
』
や
司
馬
遷

の

『
史
記
』

に
も
現

れ
て
い
る
普
遍

的
な
問
題

で
あ
る
。
た

だ
、
こ
れ
が
も

っ
と
も
先
鋭

な
も
の
と
な
る
の
は
や

は
り
、
こ
の
世

界
を
、

全
知
全
能
に
し
て
善
意

を
持

つ
人
格

的
な
唯

一
神
が

そ
の
倫

理
的
な
行

い
と

し
て
創
造
し
た
も
の
で
あ

る
と
す

る
キ
リ
ス
ト
教

に
お
い
て
で

あ
る
。
し
た

平
　
尾
　
昌
　
宏

が
っ
て

、
多
く
の
キ
リ
ス
ト
教
思
想
家
が
こ
の
問
題

に
取
り
組
ん
で
い
る
が
、

こ
こ
で

は
、
そ
の
原

点
に
位
置
す
る
と
も
言
え

る
ア
ウ
グ
ス
テ

ィ
ヌ
ス
に
焦

点
を
絞
り

た
い
。

そ
れ
に
よ

っ
て
弁
神
論
の
歴
史

的
、
構
造
的
な
比
較
研

究

の
基
礎

と
な
す

た
め
で

あ
る
。

ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
は
若
い
頃

か
ら
悪

の
問
題

に
苦
し
み
、
そ
の
解
決
の

た
め
に

マ
ニ
教
や
新
プ
ラ
ト
ン
主
義
を
遍
歴
す
る
。
善
悪

二
元
論
の
立
場
を

取
る
マ
ニ
教
は
悪
を
実
体
的
な
も
の
と
し
て
考
え
る
。
一
元
論
の
新
プ
ラ
ト

ン
主
義
で

は
、
悪

は
善
な
る
一
者
の
流
出
の
果
て

、
一
者

に
由
来
す
る
形

相

が
届

か
な
い
欠
如

態
で

あ
る
が
ゆ
え
に
非

存
在
な
い
し
無
で
あ
り
、
質
料
で

あ
る
と

さ
れ
る
。

こ
う
し
た
立
場
を
知
り
、
ア
ウ
グ
ス
テ

ィ
ヌ
ス
は
最
後
に

キ
リ
ス
ト
教
に
到
達
し
た
。

研
究
者
は
多
く
の
場
合
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
に
お
け
る
悪
な
い
し
罪
の

問
題

に
は
注
目
し
て
も

、
そ
れ
を
弁
神
論
と
し
て
読
む
こ
と

は
少
な
い
。

だ



が
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
は
す
べ
て

の
問
題
を
神
と
の
関
係

に
お

い
て

捉
え

て
お
り
、
そ
う
な
れ
ば
、
悪
の
問
題

は
当
然
弁
神
論
の
問
題
と
な
ら
ざ

る
を

え
な
い
。
ま
た
、
歴
史
的
に
見
て
も
、

そ
の
他
の
様

々
な
領
域

に
お
け

る
と

同
様
、
弁
神
論
問
題
に
お
い
て
も
後
世

に
決
定
的
な
影
響
を
与
え
て

い
る
の

で
あ
る
。

二

ア
ウ
グ
ス
テ

ィ
ヌ
ス
に
お
け

る
弁
神

論
問
題

は
、
彼
が

キ
リ

ス
ト
教
受
洗

の
た
め
の
準
備
を
し
て
い
た
頃
に
書
か
れ
た
著
作
『
秩
序
論
d
ｅ
　
ｏ
ｒ
d
i
n
ｅ
」

に
、
既

に
し
て
明
確

に
現

れ
て

い
る
。
そ
の
冒
頭

に
掲
げ

ら
れ
た
、
「
神
が

人
間
を
気
遣

い
、
そ
れ
で
い
て
人
間

に
関

わ
っ
て
至
る
所
こ

ん
な
大
き

な
歪

み
が
広
が
る
と

い
う
こ
と
が

い
か
に
し
て
起
こ

っ
た
の
か
」
（
同
、
Ｉ
．
一
、

一
）
と

い
う
問

い
は
、
明
ら

か
に
弁
神

論
問
題
で
あ
る
。

悪

は
秩
序
を
外
れ
た
も
の
で

あ
る
よ
う
に
見
え
る
。
だ
が
、
神
が
こ

の
世

界

に
秩
序
を
与

え
た
の
で
あ

る
以
上

は
、
悪

は
秩
序

の
外

に
生
じ

る
こ
と
は

で

き
な

い
、
で

は
秩
序
と

は
そ
も

そ
も
何

な
の
で
あ
り
、

悪
と

は
秩

序

に

と

っ
て
、
す

な
わ
ち
、
神

に
と

っ
て
、
何
で
あ
る
の
か
。

当
時
の
実

際
の
対
話

を
写
す

体
裁
の
こ
の
著
作
は
、

ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス

自
身
や
友
人
の
他
、

ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
に
大
き

な
影
響
を
及

ぼ
し

た
母

親

モ
ニ
カ
も
登
場

す
る
が
、
こ
の
中
に
議
論
を
リ
ー
ド
す

る
中

心
人
物

は
お
ら

ず
、
ま
た
そ
の
内

容
も

、
後
半

に
な
る
と
悪

の
問
題

か
ら

離
れ
、
「
神

的
秩

序
」
を
反
映
す

べ
き

学
問
の
問
題
へ
と
話
題
を
移
し

、
問
題

は
未
解

決
の
ま

ま

に
終

わ

っ
て

い

る

か

に
見

え

る
。

し

か
し

、

そ

の

転
換

直

前

の

モ

ニ

カ
の

発

言

に

は
注

目

す

べ
き

点

が

あ

る
。

「
私

は
、

神

の
秩

序

の

外

に
何

も

の

も

生
じ

得

な

か

っ

た
と

は
思

い
ま

せ

ん

。

と

い

う

の

は

、

生

じ

た
悪

そ

の

も

の

は

決

し

て

神

の

秩

序

に

よ

っ
て

生

じ

た

の

で

は

な

い

か
ら

で

す

。
け

れ

ど

も

、

か

の
正

義

は

そ

れ

「
悪

」

が

秩
序

付

け

ら
れ

な

い
ま

ま

に

放

置
す

る

の
で

は

な

く

、

そ

れ

に
相

応

し

い
秩

序

へ

と
連

れ

戻

し

、

押

さ

え

込

ん

だ

の

で

す

」
（
同
、

Ⅱ
、
七
、

二
三
）
。

悪

は

秩

序

が

生

み

出

し

た

の

で

な
く

、

秩

序

の
外

部

と

し

て

生

じ

た
。

つ

ま
り

、

神

が

悪

を

作

っ

た
も

の

で

は
な

い
。

し

か
も

、

そ

れ

も

や

が

て

秩

序

内

に
組

み

込

ま

れ

る
。

そ

の
、

い

わ
ば

再

秩

序
化

の
働

き

が

神

の

「
正

義

」

で

あ

る

。

三

し

か
し

、

こ

れ

は
解

答

の

一
部

に
す

ぎ

な

い

。

と

い
う

の

は
、

そ

う

で

あ

れ

ば
、

神

が

正

義

に

よ

っ
て
正

す

べ
き

悪

な

い

し

罪

は
、

神
が

作

っ

た

の
で

な
け

れ

ば

、

ど

こ

か

ら

生
じ

て
き

た

の

か
、

と

い

う

こ

と

に

な

る

か

ら
で

あ

る
。
だ
か
ら
こ
そ
弁
神
論
問
題
は
、
『
自
由
意
志
論
d
ｅ
　
l
ｉ
Ｄ
ｅ
ｒ
ｏ
　
ａ
ｒ
Ｄ
ｉ
ｔ
ｒ
ｉ
o
』

に

お

い

て

再

び

取

り

上

げ

ら

れ

る

こ

と

に

な

る

。

冒

頭

、

対

話

の

相

手

エ

ヴ

ォ
デ

ィ

ウ

ス
が

「
お
願

い

し

ま
す

、

神

は

悪

の

創

造
者

で

な

い

か
ど

う

か
、

お

教

え

下

さ

い
」
（
同

、
Ｉ
、

一
、
一
）
と

問

う

の

に

対

し

て
、

ア

ウ

グ

ス

テ

ィ

ヌ

ス

は
ま

ず

、
「
わ
れ

わ

れ

が
悪

と

呼

び

習

わ

し

て

い

る

の

に

は

二

つ



の
仕

方

が

あ

る
。

一

つ

に

は
何

ら

か
の

悪

を

し

た
と

言

う
場

合

が
あ

り

、

他

に
、

悪

を
被

っ

た
と

言

う

場

合

が

あ

る

」

と

答

え

る
。
「
神

が

正

義

で

あ

る

か
ら

に

は
、

神

は
善

人

に
報

い
を

与

え

、

悪

人

に
罰

を
下

す

の
で

あ

り

、

悪

を

被

る
者

に
と

っ
て

の
悪

と

は
、

こ

の

罰

の

こ
と

で

あ

る
」
。

こ

こ
で

は
、
『
秩
序

論

』

で

得

ら

れ

た

再

秩

序

化

と

し

て

の

正

義

の

観

点

が

活

か

さ
れ

、
「
被

る
悪

」

が

罰

と

し

て

明

確

に

捉

え

ら

れ

る

よ

う

に

な

る

一
方

、

新

た

に

「

な
す

悪

」

が

問

題

と

さ
れ

て

い

る
。

こ

の

「

な
す

悪

」

こ

そ
悪
の
本
質
的
な
も
の
で
あ
る
（
フ
ォ
ル
ト
ゥ
ナ
ト
ウ
ス
駁
論
ｃ
ｏ
ｎ
ｔ
ｒ
ａ

Ｆ
ｏ
ｒ
ｔ
ｕ
ｎ
ａ
ｔ
ｕ
ｓ
、
一
五
）
。
た
だ
、
こ
の
悪
の
創
造
者
は
神
で
は
な
い
と
い
う
結

論

は

既

に

示

さ

れ

て

い

る
。

こ

れ

は

神

が

な

す

悪

で

は

な
く

、

わ
れ

わ

れ

が

な

す

悪

だ

と

い
う

の

で

あ

る

。

だ

が

、

そ

う

だ

と

す

れ

ば

「
わ

れ

わ

れ

は
ど

こ

か

ら

悪

し

き

行

い

を

な

す

の

か

」
（
自
由
意

志
論
、
Ｉ
、
三
、
六
）
が

問

わ

れ

ね

ば

な

ら

な

い
。

し

か
し

悪

の

原

因

の

探

究

に
あ

た

っ
て

は

、
「
君

が

今

目

に
見

え

る
事

実

そ
の

も

の

の

中

に
外

か
ら

悪

を

求

め
て

い

る
限

り

、

袋

小

路

に
陥

ら

ざ

る
を

え

な

い
」
（
同
、
Ｉ
．
三

、
八
）
。

実

は

こ

れ

は

マ

ニ
教

時

代

の

ア
ウ

グ

ス
テ

ィ

ヌ

ス
自

身

の

姿

で

あ

っ

た
。

こ

こ
で

の

ア

ウ

グ

ス
テ

ィ

ヌ

ス

は

既

に

マ

ニ
教

を

乗

り

越

え

、

悪

は

外

か
ら

来

る
も

の

で

は

な
く

、

む

し

ろ

わ

れ

わ

れ

自

身

の

内

部

に
あ

る

の

だ

と

考

え

る
。

わ
れ

わ
れ

は

そ
れ

を

自

ら

の

自

由

な

意

志

に
よ

っ
て

な

す

と

い

う

の

で

あ

る
。

そ
れ

に

よ

っ
て

、

悪

の

責

任

は

人

間

に

帰

せ

ら

れ

、

神

は

免

責

さ

れ

る
。

し

か

し

、

悪

を

な

す

の

は

わ

れ

わ

れ

で

あ

っ

た
と

し

て

も

、

自

由

に
悪

を

な

す

こ

と

が

で

き

る

よ

う

に

わ

れ

わ

れ

を

作

っ

た
の

は
神

で

あ

る
。

と

な

れ

ば

、
や

は
り
悪

の
最
終
責
任
は
神
に
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
し
か
し
。

「
そ
れ
に
よ

っ
て
罪
が
犯
さ
れ
る
か
ら
と
い

っ
て
、
そ
の
た
め
に
神

が

自

由
意
志

を
与
え
た
の
だ
と
信
じ
て
は
い
け

な
い
。
つ
ま
り
、
自
由
意

志

が
与

え
ら

れ
ね
ば
な
ら
な
か

っ
た
十
分
な
理
由
は
、
そ
れ
な
し

に
人

は
正

し
く
生

き
る
こ
と
が
で
き

な
い

か
ら
、
と

い
う
こ

と
で
あ

る
」

（
同
、
Ⅱ
、
一
、
三
）。

人
間

が
自
由
意
志
を
与
え
ら
れ
て
い
る
の
は
、
わ
れ
わ
れ
が
悪

を
犯
す
こ

と
も
で
き

る
な
か
に
あ

っ
て
正

し
く
生
き

る
そ
の
た
め
で
あ
る
。

マ
ニ
教

に

対

す
る
幾

つ
も
の
批
判
書
、
例

え
ば

『
二
つ

の
魂

に
つ
い
て

ｄｅ
　
ｄｕ
ａ
ｂｕ
ｓ

ａ
ｎ
ｉ
ｍ
ａ
Ｄ
ｕ
ｓ
』
な
ど
で
も
強
調
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
も
し
わ
れ
わ
れ
が
自

由
で
な

い
な
ら
ば
、
し
た
が

っ
て
善

を
な
す

こ
と
も
悪
を
な
す
こ

と
も
決
定

さ
れ
て

い
る
の
な
ら
ば
、
そ
れ
は
も
は
や
わ
れ
わ
れ

に
責
任
を
負
え
る
善
で

も
悪
で

も
な
い
。

そ
し
て
、
そ
う
で
あ
る
な
ら
、
そ
れ
を
裁
く
神
の
正
義
も

あ
り
え

な
い
こ
と

に
な
る
。

自
由

意
志
は
わ
れ
わ
れ
が
正

し
く
生
き
る
た
め
に
神

か
ら
与
え
ら
れ
た
も

の
で
あ

る
に
も

か
か
わ
ず
、
人
間
は
そ
れ
を
悪
用
し
て
し
ま
う
こ
と
も
あ

る
。

そ
れ
が

自
由
意
志

に
よ

っ
て
犯
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
ゆ
え

に
、
悪

な
い
し

罪

は
わ
れ
わ
れ
自
身
の
責
任
に
か
か
る
も
の
で
あ
り
、
神
に
責
任
は
な
い
。

四

し

か
し

、
こ
こ
で
も
ま
た
問
題

は
完
全

に
は
解
消
し
な
い
。
な
さ
れ
た
悪

を
正
す
と

い
う
意
味
で
神
の
正

義
が
実
現

さ
れ
る
の
な
ら
ば
、
神

は
わ
れ
わ



れ

が
悪

を

な

す

こ

と

を

望

ん

で

い
る

の

か
、

わ

れ

わ

れ

が

悪

を

な
す

こ

と

に

よ

っ
て

し

か

神

は

正

義

で

あ

り

え

な

い
の

か

。

こ

の

問

題

を

扱

う

『
自

由

意

志

論

』

後

半

は

、

神

の
存

在

証

明

を
詳

細

に

展

開

す

る

が

、

こ

こ

で

観

点

は
大

き

く

転

換

さ

れ

る

。

ア

ウ

グ

ス

テ

ィ

ヌ

ス

の
解
答
は
、
一
言
で
言
う
と
絶
対
的
な
善
の
立
場
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ

う

。
正

義

は

悪

を

前

提

と

す

る

の
で

は
な

い

か

と

い

う
問

い

は

、

わ

れ

わ

れ

の

前

に

あ

る

善

悪

を

相

対

的

に
捉

え

て

こ

そ

成

り

立

つ

問

い

で

あ

る

。

神

の

正

義

と

わ

れ

わ

れ

の

悪

と

を

並

列

に
並

べ

て

い

る
こ

と

に

な

る

。
し

か
し

、

真

に

神

の

観

点

が

入

っ
て

来

る
と

き

、

そ

う

し

た
前

提

そ

の

も

の

が
根

本

的

に

変

更

さ

れ

ね

ば

な

ら

な

い
。

こ

の

時

期

の

ア
ウ

グ

ス

テ

ィ

ヌ

ス

の
手

に

な

る
、
小
さ
い
け
れ
ど
も
包
括
的
な
著
作
『
真
の
宗
教
に
つ
い
て
d
e
 
ｖ
ｅ
ｒ
ａ

ｒ
ｅ
ｌ
ｉ
ｇ
ｉ
ｏ
ｎ
ｅ
』
は
、
そ
の
こ
と
を
よ
く
示
し
て
い
る
。

「
最

高

の

本

質

は

存

在

す

る

す

べ
て

の

も

の

を

存

在

ａ

ｓ

た

ら

し

め

て

お

り

、

そ

の
ゆ

え

に
本

質

ｅ
ｓ
ｅ
ｎ
ｔ
ｉａ

と

呼

ば

れ

る

の

で

あ

る
」
（
同
、

Ⅱ
、
一
　一
、

二
二
）
。

言

う

ま

で

も

な

く
、

こ

の

「
最

高

の

本
質

」

な

る

も

の

こ

そ

神

で

あ

る
。

「
ど

ん

な

生

命

も

神

か

ら

で

な

い
生

命

と

い

う

も

の

は

な

い

。

な

ぜ

な

ら

、
神

は

確

か

に

最

高

の

生

命

で

あ
り

、
ま

さ

に

生

命

の

源

そ

の

も

の

だ
か
ら
で
あ
る
」
（
同
、
Ⅱ
、
一
一
、
二
)
。

こ

の

よ

う

に

、

存

在

は

す

べ

て

神

が

存
在

を
与

え

る

こ

と

に

由

来

す

る

。

こ
れ

が

す

な

わ

ち

神

に

よ

る

創

造

に

他

な

ら

な

い
。

そ

し

て

、

存

在

を

与

え

る
こ

と

は

す

な

わ

ち

恵

み

で

あ

り

。

そ

れ

ゆ

え

に
、
「
存

在

す

る
も

の

は

、

そ
れ
が
存

在
す

る
限
り

、
善
で
あ

る
」
（
同
所
）。

こ

う
し
て

ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
立
場
は
、
神
の
創
造
し
た
も

の
の
な
か

に
善
悪

の
別

を
見
い
だ
す
と
い
う
の
で
は
な
く
、
そ
の
す
べ
て

を
、
神
が
創

造

し
た
も
の
で

あ
る
が
ゆ
え

に
善
な
る
も
の
で
あ
る
と
す
る
立
場
で
あ
る
。

そ
の
意

味
で

神
は
絶
対

的
に
善

な
の
で
あ

っ
て
、
悪

が
な
さ
れ
た
後

に
再
秩

序
化

を
行

う
と
い
う
悪

味
で
正
義

な
の
で

は
な
く
、
し
た
が
っ
て
自
身
の
正

義

の
た

め
に
わ
れ

わ
れ
の
罪

を
必
要

と
す
る
よ
う

な
こ
と

は
な

い
。

し
た

が

っ
て

、
わ
れ
わ
れ
が
罪
を
犯
し
て
し
ま
う
こ
と
の
責
任
を
神
に
押
し
付
け

る
こ
と

も
で
き

な
い
。
こ
れ
が
ア
ウ
グ

ス
テ
ィ
ヌ
ス
弁
神
論
の
中
心

な
テ
ー

ゼ
と

な
る
。

存
在
す

る
も

の
は
す

べ
て
善

い
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て

、
存
在
す

る
も
の

は
す
べ
て
神

に
よ
っ
て
作

ら
れ

た
。
神
は
善
い
も
の
で
あ
る
。
し

か
し
、
そ

う
だ
と
す

れ
ば
、
な
お
さ
ら
悪
が
何
で
あ
る
の
か
。

「
す

べ
て

の
善
は
神
か
ら

の
も
の
、
そ
れ
ゆ
え
、
神
に
よ
ら
な
い
で
自

然

本
性
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
が
罪
で
あ
る
と
認

め
た
あ

の
背
反

の
運
動
は
、
欠
陥
の
あ
る
運
動
で
あ
る
が
、
す
べ
て

の
欠
陥

は

無
か
ら
く
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ

の
運
動
が
何
に
由
来
す
る
か
を
考
え

て

み
よ
。
そ
う
す
れ
ば
君
は
、
そ
れ
が
神

に
属
さ
な

い
こ
と
を
決
し
て

疑
わ
な
い
だ
ろ
う
」
（
自
由
意
志
論
、
Ⅱ
、
一
九
、
五
四
）。

ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
が
到
達
し
た
の

は
、
神
の
創
造
し
た
存
在
＝
善

に
対

す
る
、
無
と
し
て
の
悪

と
い
う
考
え
方
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
あ
る
意
味
で
言

う
と
新
プ
ラ
ト

ン
主
義
的
な
観
点
で
あ

る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ



な
い
。
し

か
し
、
決
定
的

に
異

な
る
の
は
、
新
プ
ラ
ト
ン
主
義

に
お
け

る
一

者
か
ら
の
流
出
が
必
然
的
な
も

の
で

あ
る
の
に
対
し
て

、
キ
リ
ス
ト
教
的
な

神
の
世
界

創
造
は
神
と

い
う
人

格
的
な
存
在
に
よ
る
倫
理
的

な
行

い
で

あ
る

と
い
う
こ
と
で

あ
る
。

わ
れ

わ
れ
を
含
め
て

あ
ら
ゆ
る
存
在
が
善
で

あ
る
の

は
、
そ
れ
が
神

に
よ

っ
て
与
え

ら
れ
た
も
の
、
神
の
恵
み
で

あ
る
か
ら
で

あ

る
。そ

れ
に
対
し
て
、
悪

は
非
存

在
で

あ
り
、
実
体
を
持
た
な
い
。
し

た
が
っ

て

、
そ
う
し

た
無
で
あ

る
と
こ
ろ

の
悪

を
神
は
産
み
出
す
こ
と

が
で
き

な
い
。

こ
こ
で

は
、
マ
ニ
教
と

は
違

っ
て
神

と
悪

と
は
対

立
し
な
い
。

と
い
う
の
は
、

悪

が
無
で
あ

る
以
上

は
、
対
立
す

べ
き

何
も

の
か
で

は
な
い
か
ら
で
あ

る
。

実
際
、

無
は
何
も
の

に
よ

っ
て
も
与
え

ら
れ
な
い
が
ゆ
え

に
無
で
あ

る
は
ず

で

あ
る
。

こ
こ
に
至

っ
て
、
「
神
が
悪

の
創

造
者
で
あ

る
の
で

は

な
い
か
」
と

い
う

問
題
あ
る
い
は
疑
い
が
、
す

な
わ
ち
弁
神
論
そ
の
も

の
が
、
そ

れ
自

体
と
し

て
あ
る
種
の
背
反

な
い
し
転

倒
に
基

づ
く
も
の
で

あ
っ
た
こ
と

が
明

ら
か
に

な
る
。
そ
れ
を
明
ら

か
に
す

る
の
が

、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
言
う
「
真
の

宗
教
」

の
立
場
で
あ

る
と
言

う
こ
と
も
で
き

る
で

あ
ろ
う
。
そ

の
意
味
で

は
、

弁
神
論
と
は
真

の
宗
教
以
前

の
問
い
、
そ
こ
へ
と
至

る
途
上
で
現
れ

る
問
題

で

あ
る
こ
と
に
な
る
。
悪
な

い
し
罪

と
は
神
へ
の
背
き
で
あ

っ
て
、

そ
う
で

あ
る
以
上

「
わ
れ
わ
れ

は
神
を
悪

の
創
造
者
と
い
う
こ
と
は
で
き

な
い
」

の

は
自
明
で

あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
悪
が

無
で

あ
る
以
上

、
悪
な

い
し
罪
と

は
神

か
ら
来
な
い
も

の
の
謂

い
で
あ

る
こ

と
に
な
る
か
ら
で

あ
る
。

「
君

の
こ
の

問
い
に
、
知
ら

な
い
と
私
が

答
え

る
な
ら
、

お
そ
ら

く

も

っ
と
悲
し

ま
せ

る
か
も
し
れ
な

い
。
け
れ
ど
も
こ
れ
が
本
当
の
答
え

な
の
だ
。
な
ぜ
な
ら
、
無
い
も
の
[
無
で
あ
る
も
の
]
は
知
ら
れ
え
な

い
の
だ
か
ら
」
（
同
所
）。

こ
う
し
て
、
自

由
意
志
を
悪

へ
と
向
か
わ
せ
る
原
因
、
悪

の
由
来
の
問
い

に
対
す

る
答
え

は
、
「
そ
れ

は
な
い
」
あ
る
い
は
、
「
そ
れ

は
無
で
あ
る
」
と

い
う
こ
と
に
な
る
。

つ
ま
り
、
自
由
意
志
の
原
因

は
無
で
あ
り
、
し
た
が

っ

て
、
自
由
意
志

は
原
因
が

な
い
と

い
う
意
味
で
の
無
原
因
で
も
あ
る
。

五

し
か
し
ま
だ
問
題

は
残

る
。
自
由
意
志
に
は
原
因
が
な
い
、
し
た
が
っ
て

意
志
の
働
き
そ

の
も

の
の
原
因

は
そ
れ
以

上
探
究
で
き
な

い
。
し

か
し
、
そ

う
し
た
自
由
な
意

志
の
働
き
が
な
ぜ
可
能
と
な
っ
て

い
る
の

か
、
と
い
う
問

題
で
あ
る
。
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
は
そ
れ
に
対
し
て
、
わ
れ
わ
れ
自
身
が
無

か
ら
生
み
出

さ
れ
た
も

の
だ
か
ら
で
あ
る
と
言
う
。

「
な
ぜ
彼
ら

は
堕
落
す
る
の

か
。
そ
れ
は
彼
ら
が
可
変
的
だ

か
ら
で
あ

る
。
で
は
な
ぜ
可
変
的
な
の

か
。
最
高
度
に
存
在
し
て

い
な
い
か
ら
で

あ
る
」
（
真
の
宗
教
、
Ⅲ
、
一
八
、
三
五
）。

神
の
他
に
は
何
も
無

い
。
し
た
が

っ
て
世
界
は
、
何
ら

か
の
材
料
を
素
に

作
ら
れ

た
の
で

は
な
い
。
創
造
と

は
無
か
ら
の
創
造
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の

た
め
に
こ
そ
、
神

に
よ

っ
て
創
造
さ
れ
た
世
界
は
必
然
的
に
無
を
孕
む
。
つ

ま
り
、
最
高
度

に
存
在
す
る
神

に
対
し
て
、
わ
れ

わ
れ
は
欠
如
を
負

っ
た
存



在
で

あ
る
。
神
か
ら
作
ら
れ
た
と
い
う
点
で

は
善
で
は
あ

っ
て
も
、
そ
れ
は

最
高

の
善
で
は
な
く
、
無
か
ら
創
造
さ
れ
た
も
の
で
あ

っ
て

、
無
を
孕

む
限

り
に
お

い
て
、
被
造
物
は
可

変
的
な
も
の
で

あ
る
。
こ
の
可

変
性
こ
そ
が
人

間
的
自
由
の
可
能
性
を
与
え

る
。
既

に
見
た
よ
う
に
自
由
は
人
が
正

し
く
生

き
る
た

め
に
与
え
ら
れ
た
。

そ
れ
が
自
由
の
倫
理
的
な
意
味
で
あ
っ
た
。
し

か
し
そ
れ
は
。
存
在
論
的
に
言
え

ば
被
造
物
の
可
変
性

に
よ
る
も
の
で

あ
り
、

同
時
に
、
悪

へ
の
可

能
性
を
も
孕
む

。

新
プ
ラ
ト

ン
主
義
に
お
い
て

も
や
は
り
、
神
な
い
し
一
者
は
絶
対

的
な
善

で

あ
り
、
逆
に
、
悪

は
非
存

在
で

あ
る
質
料
だ
と
さ
れ
て
い
た
が
、
ア
ウ
グ

ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
思
想
は
「
無
か
ら
の
創
造
」
と
い
う
キ
リ
ス
ト
教
的
な
前
提

の
上

に
成
り
立

っ
て

い
る
。
こ

こ
に
お
い
て

は
、
存
在
は
神
に
よ
っ
て
与
え

ら
れ

た
恵
み
で

あ
り
、
そ
う
で

あ
る
か
ら
こ
そ
善
で

あ
る
。

し
か
し
同
時

に
、

被
造
物

は
、
そ
れ
ら
が
全
く

の
無

か
ら
創
造
さ
れ
た
も
の
で

あ
る
が

た
め
に
、

つ
ま

り
、
神
か
ら
存
在
を
与
え

ら
れ
て

い
る
と
い
う
こ
と
は
、
同
時

に
神
な

し
に
は
無
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
わ
れ
わ
れ
は
、
善
で
あ
り
な
が
ら
、
同

時
に

無
を
孕
む
も
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
可

変
性
が
生
じ
る
。
こ
れ
が
わ
れ
わ
れ
の

意
志
の
自
由
、
あ
る
い
は
罪

の
可

能
性
と
し
て
現
れ
て
く
る
。
こ
れ
は
単
な

る
可

能
性
に
す
ぎ
な
い
が
、
そ
れ
が
無
に
由
来
す
る
以

上
、
こ
れ
は
神
の
創

造
し
た
も
の
で
は
な
い
。
神

は
悪

の
可

能
性
す
ら
産
み
出
さ
な
い
。

し
か
し
、
そ
う
し
た
、
実

体
が
な
く
原
因

も
な
い
悪

に
、
な
ぜ
わ
れ
わ
れ

は
苦
し
む
の
か
。
な
ぜ
悪

は
リ
ア
ル
で

あ
る
の
か
、
無
で
あ
る
も
の
が
な
ぜ

悪

と
な
る
の
か
。

「
頽

落
と

は
悪

い
本
性

へ

と

向

か
う

こ
と

で

は
な

い
」
（
神
の
国

ｄｅ

Ｃ
ｉ
ｖ
ｉ
ｔ
ａ
ｔ
ｅ
　
Ｄ
ｅ
ｉ
 
Ⅶ
、
八
）
。

神
に
よ

っ
て
創
造
さ
れ
た
自
然
本
性

は
そ
れ
自
体
善
で

あ
り
、
し

た
が

っ

て
悪
い
本
性
と
い

っ
た
も
の
は
あ
り
得

な
い
。
悪
を
悪
た
ら
し
め
る
の
は
、

そ
れ
自
身

に
お
い
て
無
を
孕
む
わ
れ
わ
れ
の
意
志
の
ゆ
え
に
で

あ
る
。

ア
ウ

グ

ス
テ
ィ
ヌ

ス
は
、
人

間
の
内

な
る
無
を
、
そ
こ
へ

と
志
向

す
る
意

志

に

よ

っ
て
発
現
さ
せ
る
こ
と
を
こ
そ
悪

だ
と
考
え

る
。
し
か
し
こ
こ
で

決
定
的

に
重
要
な
の
は
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
が
問
題
と
し
て
い
る
の
が
欠
如
を
引

き
起
こ
す
運
動
だ
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。

ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
は
無
と
し
て

の
悪

と
い
う
考
え
方
を
、
悪

の
原
因
と
し
て

の
自
由
意
志
と
い
う
考
え
方
と

結
合
す
る
こ
と
で

、
悪

の
起
源

を
よ
り
深
く
追
究
す
る
。
罪
な
い
し

「
な
す

悪

」
と
は
欠
如
で

あ
る
。

し
か
し

、
そ

の
欠
如
を
引

き
入
れ
る
こ
と

に
よ

っ

て
悪

と
な
す
の
は
自
由
意

志
の
運
動
で
あ

る
。
し
か
し
、
運
動

は
方
向
を
持

つ
。
悪

と
は
無
へ
と
向
か
う
運
動
で
あ

る
。
だ
と
す
れ
ば
そ
れ
は
同
時

に
、

存
在

を
齎
す
善

な
る
も
の
で

あ
る
「
神
に
対
す

る
意
志

の
背
き
」
（
同
所
）

で
あ
る
。

「
身
体
の
享
受
を
喜
び
、
神
を
な
い
が
し
ろ

に
す
る
生
命
は
、
無
へ
と

落
ち
て

ゆ
く
。
こ
れ

こ
そ
が
邪
悪

と
い
う
こ
と

な
の
で

あ

る
」
（
真
の

宗
教
、
Ⅱ
、
一
一
、
二
二
)
。

無
へ
と
向
か
う
と
い
う
こ
と
は
、
逆
に
言
え
ば
、
神
と
神
の
与
え

た
恵
み

で
あ
る
存
在
と
は
逆
方
向
に
向
か
う
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、

無
へ
と
向
か
う
自
由
意
志
の
運
動
は
、
存
在
を
与
え
・
創
造
す
る
神
の
人
格



そ
の
も
の

か
ら

の
背
き
と

な
る
。

そ
う
し

た
背
き
が
実
現
す
る

た
め
の
条
件

が
、
わ
れ

わ
れ

の
内
な

る
無
で
あ

る
。

六

か
く
し
て
ア

ウ
グ
ス
テ

ィ
ヌ
ス
の
弁
神
論
は
、
倒
悪
は
無
で
あ
り
、

か
つ

悪

の
可
能
性
は

わ
れ
わ
れ
が
無

か
ら
創
造
さ
れ
た
こ
と

に
よ

っ
て
必
然
的

に

内
包
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
無

に
よ

っ
て
成
立
す
る
こ
と
、
し
た
が

っ
て
。

存
在
を
与
え
る
者
で
あ
る
神
は
あ
く
ま
で
善
意
で

あ

っ
て
、
悪
の
根
拠

に
は

関
わ
ら
な
い
こ
と
、
②
そ
う
し
た
無
か
ら
創
造
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
ゆ
え

に
わ
れ
わ
れ
は
可

変
的
で
あ
り
、
そ
れ
に
基
づ
く
自
由
意
志
が
わ
れ
わ
れ
の

内
な
る
無
へ
向
か
う
運
動
に
よ

っ
て
、
神
に
背
く
と
い
う
悪

が
現
実
に
招
来

さ
せ
ら
れ
る
の
で

あ
っ
て

、
神
に
は
悪

の
責
任
は
な
い
こ
と
、
③
自
由
意
志

に
よ
っ
て

わ
れ
わ
れ
の
責
任
に
お
い
て
引

き
起
こ
さ
れ
た
悪

に
対
し
て
は
、

そ
れ
を
正

す
罰
を
正

当
に
被
ら
し
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
秩
序
が
保
た
れ
、
神

の
正

義
が
成
就
す
る
こ
と
、
と
い
う
三
つ
の
柱
か
ら
成
る
。

1
　
ま
ず
第
一
に
、
悪
の
根
拠
と
な
る
無
か
ら
の
被
造
性
は
、
い
わ
ば
弁
神

論
の
存
在

論
的
な
条
件
で

あ
る
。
同
じ
く
悪

を
非

存
在
で

あ
る
と
す
る
新

プ
ラ
ト
ン
主
義
で

は
流
出

の
果
て

の
質

料
が
悪
で

あ
る
の
に
対

し
、
ア
ウ

グ
ス
テ

ィ
ヌ
ス
は
、
神

の
世
界

創
造
が
そ
こ
か
ら
行

わ
れ
る
「
無
」
が
、

悪

の
可
能
性
を
齎
す
も

の
だ
と
す
る
。
し

か
し
、

そ
う
し
た
神

に
よ
る
創

造

は
も
の

に
存
在

を
与
え

る
こ

と
、
恵
み
で
あ
り
、
そ

の
意
味
で

神
が
善

で
あ
る
の

は
も
ち
ろ

ん
、
神

の
創
造
し

た
も
の
す

べ
て
が
善
で

あ
る
と
さ

れ
る
。
し

た
が

っ
て
無
は
悪

の
可

能
性

に
す
ぎ
ず
、
し
か
も
、
世
界

が
無

か
ら
創
造
さ
れ
る
し

か
な
か
っ
た
以
上
、
そ
の
可
能
性
す
ら
、
神
が
意
図

し
た
も
の
で
は
な

い
。

②
　

し
か
し
、
ア
ウ

グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
は
、
悪
を
単
な
る
非
存
在
と
観
て

い
る

の
で
は
な
く
、
そ

の
リ
ア
ル
さ
を
観
て
い
る
。
そ
こ
で
彼
が
見
い
だ
し
た

の
が
、
わ
れ
わ
れ
の
内
面
に
あ
る
意
志
の
運
動
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
無
か

ら
の
被
造
性
が
悪
の
可
能
性
に
留
ま

る
の
に
対
し
て
、
悪

が
発
現
す

る
た

め
の
現
実
根
拠
、
悪
の
原
因
で
あ

る
と
言
う
こ
と
が
で
き

る
。
そ
し
て
そ

れ
が
、

わ
れ
わ
れ

の
自
発
的
な
決
意

に
よ

る
も

の
で

あ

る
こ

と
、

し
た

が
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
は
神

か
ら
、
正

し
く
生
き

る
た
め
に
与
え
ら
れ
た
自

由
を
悪
用

し
て
い
る
こ
と
、
ま
た
。
と
り
わ
け

そ
れ
が
、
神
と

い
う
人
格

に
対

す
る
背
き
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
が

注
目

さ
れ

る
。
つ
ま
り
、

無
か
ら
の
被
造
性
が
、
新

プ
ラ
ト
ン
主
義
の
哲
学
を
キ
リ
ス
ト
教
的
に
読

み

替
え
た
悪

の
存
在
論
的
原

理
で
あ
る
の
に
対
し
て

、
こ

の
意
志
の
運
動

は
悪

の
倫
理
的
な
原
理
で
あ
り
、
キ
リ
ス
ト
教
固

有
の
も

の
で
あ
る
こ
と

を
意
味
す

る
か
ら
で
あ
る
。
「
悪

」
と
は
常

に
何
も
の

か
に
と
っ
て

の
、

何
者

か
に
対

す
る
「
悪
」
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
ア
ウ
グ
ス
テ

ィ
ヌ
ス
が
悪

の
本
質
と
み

な
す

の
は
、
「
神

に
対

す
る
背
き
」
と
し

て
の
悪

な
い
し
罪

で
あ

る
。

と
い
う
の
も
、
神
が
、
恩
寵
を
与
え

る
善
な
る
人
格
で
あ
る
か

ら

に
他
な
ら

な
い
。
こ
う
し
て
、
悪

が
自
由
意
志

に
よ
る
も
の
で
あ
る
と

す

る
こ
と
で

、
ア
ウ
グ
ス
テ

ィ
ヌ
ス
は
、
神

の
悪

に
対
す
る
責
任
を
排
除

す

る
と

い
う
弁
神

論
的
立
場
を
提
出
し
、
逆

に
そ
れ
を
、
わ
れ
わ
れ
自
身



の

神

に

対

す

る

背

き

、

神

に

対

す

る
罪

で

あ

る
と

す

る

。

3
　
し
か
し
、
弁
神
論
と
い
う
枠
組
み
を
通
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
構
造
的
に

言

え

ば

、

自

由

意

志

の

問

題

と

並

ん

で

重

要

と

な

る
の

が

、

罰

と

し

て

の

「
被

る
悪

」

で

あ

る
。

と

い

う

の

は

、

こ

れ

に

よ

っ
て

こ

そ

神

は

正

義

で

あ

る
こ

と

に
な

り

、

ア

ウ

グ

ス

テ

ィ

ヌ

ス

の
弁

神

論

が

文

字

通

り

の
意

味

で

成

立

し

、

完

成

さ

れ

る

か
ら

で

あ

る
。

も

し

こ

の

点

が

な

か

っ
た
と

す

れ

ば

、

わ
れ

わ
れ

は
自

由

意

志

に

よ

っ
て
悪

を
犯

す

、

と

い

う

だ
け

に

留

ま

っ
て

し

ま

う

。

そ

の
意

味

で

は
、

多

く

の

論
者

が

、

悪

の
問

題

に

関

し

て

は
不

完

全

な

著

作

だ

と

す

る

『
秩

序

論
』

も

、
そ

こ

に

お

い

て
既

に
再

秩
序

化

に
よ

る
神

の
正

義
と

い

う

論

点

が
提

出

さ
れ

て

い

る

点

で

、

独

自

の
意

味

を
持

つ
と

言

わ

な
け

れ

ば

な

ら

な

い
。

む

ろ

ん

、

ア

ウ

グ

ス
テ

ィ

ヌ

ス

が
真

の

意
味

で

「
悪

」

と

み

な

し
て

い

た

の

は
自

由

意
志

に

よ

る
悪

、
す

な

わ

ち

「
罪
」

で

あ

る
。

だ
が

、

成

熟

期

の

ア

ウ

グ

ス
テ

ィ

ヌ

ス

の

言

葉

に

は

、

な

す
悪

と

被

る
悪

、

罪

と

罰

と

が

対

比

的
に
登
場
し
て
い
る
。
例
え
ば
『
告
白
C
o
n
f
e
s
s
i
o
n
e
s
』
に
お
い
て
も
、

「
全

自

然

を

秩

序

付

け

る

者

に
し

て

創

造

す

る
者

、

た

だ

し

罪

に

関

し

て

は

た

だ

秩

序

づ

け

る

者

の

み

に
し

て

ま

し

ま

す

者

、

主

よ

わ

が

神

よ

」
（
Ｉ

、
十

、
一

六
）

と

言

わ

れ

て

い

る
。

こ

こ

で

「
自

然

」

と

呼

ば

れ

て

い

る
の

は

、

ア

ウ

グ

ス

テ

ィ

ヌ

ス

の
用

法

で

は

存

在

の

こ

と

で

あ

る
。

こ

れ

は

神

に
よ

っ
て

創

造

さ

れ

、

秩

序

付

け

ら

れ

る
も

の
、

し

た
が

っ
て

善

な

る
も

の

で

あ

っ

た
。

一
方

、

神

が

「

罪

に
関

し

て

は

た

だ
秩

序

づ
け

る

だ
け

の
者

」

と

呼

ば

れ

て

い

る

の

は
、
神
が
罪
の
創
造
者
で

は

な
く
、
し

た
が
っ
て

、
「
な
す
悪

」
と
し
て

の

罪

は
神
の
創
造
し
た
も
の
で

は
な
い
こ
と
、
し
た
が

っ
て
無
で
あ
る
こ
と
、

し

か
し
、
「
私
」
が
自
由
意
志

に
よ
っ
て

犯
し
た
悪
な

る
罪
の
引
き

起
こ
し

た
秩
序
の
乱
れ
を
、
「
被

る
悪
」

と
し
て

の
罰

に
よ

っ
て
正

義
の
秩
序

に
も

た
ら
す
の
も
や

は
り
神
で
あ

る
か
ら
で
あ
る
。
こ
こ

に
は
、
弁
神
論
の
議
論

が
集

約
さ
れ
て

お
り

、
罰

を
与
え

る
こ
と
に
よ
る
再
秩
序
化
が
不
可
欠
な
要

素
と
し
て
登
場
し
て

い
る
。

か
く
て

「
被

る
悪
」
と

し
て

の
罰

は
罪
の
結
果
で

あ
り
、

そ
の
罪

の
原
因

は
自
由
意
志
で
あ
り

、
そ
し
て

そ
の
根
底

に
、
わ
れ
わ
れ
の
内

な
る
存
在
の

条
件
と
し
て

の
「
無
」
が

あ
る
。
こ

の
三
つ
は
重
層

的
な
構

造
を
な
し
て
い

る
こ
と
に
な
る
。

七

こ
う
し

た
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
弁
神
論
を
歴
史
的
に
見
る
な
ら
、
そ
の
三

つ
の
柱
は
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
が
そ
の
『
弁
神
論
』
に
お
い
て
提
示
し
て
い
る

三
種
の
悪

の
分
類
に
対
応
す
る
の
で

は
な
い
か
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま

た
、
わ
れ
わ
れ
は
無
か
ら
の
被
造
性
を
悪

の
可
能
根
拠
、
意
志
の
働
き
を
悪

の
現
実
根
拠
と
考
え
た
が
、
悪
の
可
能
性
と
現
実
性
と
の
区
別
は
後
の

シ
ェ

リ

ン
グ
が
明
確
に
す

る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ

ス
と
彼
ら
の
対

比
が
今
後
の
課
題
と
な
る
。

し

か
し
、
ア
ウ

グ
ス
テ

ィ
ヌ
ス
自
身
に
関
し
て
も
課
題

は
残
る
。
わ
れ
わ

れ
が
重
視
し

た
「
被

る
悪
」

な
い
し
「
罰
」
は
、
悪

の
原
因
と
し
て
の
「
自



由
意
志
」

ほ
ど
強
調
さ
れ
な
い
の
で
は
な

い
か
、
と

い
う
異
論
も
提
出
さ
れ

る
で
あ
ろ
う
し
、
一
言
で
言
え
ば
こ
れ
は
因
果
応
報
説
で
あ
っ
て
、
そ
れ
な

ら
ば
ア

ウ
グ
ス
テ

ィ
ヌ

ス
を
持
ち
出
す
ま
で
も
な

い
の
で

は
な

い
か
と
と
も

思

わ
れ
よ

う
。
そ
し
て
、
実
際
に
そ
れ

は
あ
る
意
味
で
正
し
い
。
と
い
う
の

は
、
わ
れ

わ
れ
が
焦
点
を
当
て
た
の
は
弁
神
論
の
構
造
で
あ
る
が
、
そ
う
し

た
構
造
そ

の
も

の
が
ア
ウ

グ
ス
テ

ィ
ヌ

ス
の
思
想

の
発
展

の
結
果
で
あ
り
、

し

か
も

ア
ウ
グ
ス
テ

ィ
ヌ
ス
は
そ
の
死

に
至
る
ま
で
問
題

の
深
化
を
止
め
な

か
っ
た

か
ら
で
あ

る
。
わ
れ
わ
れ
の
見
た
テ

キ
ス
ト
は
、
主

に
初
期
の
も
の

に
限
ら
れ
て
お
り
、
ア
ウ

グ
ス
テ
ィ
ヌ

ス
の
思
想

の
全
体

に
は
到
底
及
ば
な

い
。
わ
れ

わ
れ

は
上
に
三
つ
に
集
約
し
た
論
点
を
更
に
詳
細
に
辿
ら
な
け
れ

ば
な
ら
な

い
と
と
も
に
、
彼
の
弁
神
論
が
そ
の
思
想
全
体

に
ど
の
よ
う
に
位

置
付
け
ら
れ
る

か
も
考
え
ね
ば
な
ら
な

い
。

ま
た
、

た
と
え
弁
神
論
の
歴
史

に
つ

い
て
一
定

の
見
通
し
が
立

っ
た
と
し

て
も
、
問
題

は
そ
れ
だ
け
で
は
終
わ
ら
な

い
。
と

い
う
の
は
、
弁
神
論
で

は
、

神
の
善
性
、
正
義

を
主
張
す
る

に
至
る
と

い
う
結

論
は
常

に
先
取
り
さ
れ
て

お
り
、
ま

た
、
論

点
の
バ
リ

エ
ー
シ
ョ
ン
も
そ
れ

ほ
ど

多
く
あ

る
わ
け
で

は

な

い
か
ら
で
あ

る
。
弁
神
論
の
重
要
性

は
、
神

の
正
義

を
論
じ

る
と

い
う
点

に
あ
る
と

い
う
よ
り
も
、
神
に
悪

の
責
任
を
問

い
、
あ

る
い
は
神

を
擁
護
す

る
わ
れ
わ
れ
自
身
、
人
間
そ
の
も
の
を
ど
う
考
え

る
か
と
い
う
根
本
的
な
問

題
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
る
と
こ
ろ

に
あ
る
。
弁
神
論
と

は
そ
の
意
味
で
、

わ

れ
わ
れ
自
身
へ
の
問
い
で
あ
る
。

＊
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