
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
『
ヨ
ハ
ネ
福
音
書
註
解
』

に
対
す
る
若
干
の
註
釈
の
試
み

中

山

善

樹

１

私
は
以
下
に
お
い
て
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
の
『
ヨ
ハ
ネ
福
音
書
註
解
』（Expositio

sancti
Evangelii

secundum
Iohannem

）⑴
の
若
干
の

主
題
に
つ
い
て
考
察
を
試
み
た
い
。
ま
ず
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
の
ラ
テ
ン
語
著
作
の
全
著
作
の
う
ち
に
お
け
る
こ
の
著
作
の
特
有
の
位
置
に
つ

い
て
述
べ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
著
作
は
独
立
し
た
も
の
と
し
て
書
き
下
ろ
さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
、『
三
部
作
』（O

pus
triparti-

tum

）
と
呼
ば
れ
る
未
完
の
大
作
の
一
部
に
属
す
る
も
の
と
し
て
執
筆
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。『
三
部
作
』
は
「
序
文
」（Prologi

）、

「
提
題
集
」（O

pus
propositionum

）、「
問
題
集
」（O

pus
quaestionum

）、「
註
解
集
」（O

pus
expositionum

）
か
ら
成
り
立
っ
て
い

た
。
す
な
わ
ち
千
以
上
の
根
本
語
の
提
題
か
ら
な
る
「
提
題
集
」
と
少
数
の
問
題
を
ト
マ
ス
の
『
神
学
大
全
』
の
形
式
に
な
ら
っ
て
論
じ

る
「
問
題
集
」、
さ
ら
に
他
で
は
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
の
少
な
い
聖
句
が
解
釈
さ
れ
る
「
註
解
集
」
と
い
う
三
つ
の
作
品
群
か
ら
こ
の

『
三
部
作
』
は
成
り
立
っ
て
い
た
。
さ
ら
に
「
註
解
集
」
は
本
来
の
「
聖
書
註
解
集
」（Expositiones

）
と
「
説
教
集
」（O

pus
ser-

m
onum

）
に
分
か
た
れ
て
い
た
⑵
。
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そ
の
う
ち
現
在
ま
で
の
と
こ
ろ
「
序
文
」
と
「
註
解
集
」
の
一
部
な
い
し
全
体
が
伝
承
さ
れ
て
き
て
い
る
。
す
な
わ
ち
「
序
文
」
に
属

す
る
「
三
部
作
全
般
的
序
文
」（Prologus

generalis
in
opus

tripartitum

）、「
提
題
集
序
文
」（Prologus

in
opus

propositionum

）、

「
註
解
集
序
文
」（Prologus

in
opus

expositionum

）
と
「
註
解
集
」
に
属
す
る
『
創
世
記
註
解
』（Expositio

LibriG
enesis

）、『
創
世

記
比
喩
解
』（Liber

Parabolarum
G
enesis

）、『
出
エ
ジ
プ
ト
記
註
解
』（Expositio

LibriExodi

）、『
知
惠
の
書
註
解
』（Expositio

Libri

Sapientiae

）、『
ヨ
ハ
ネ
福
音
書
註
解
』、『
雅
歌
註
解
』（
断
片
）（Expositio

C
ant.

1,6

）
で
あ
る
。
ま
た
「
説
教
集
」
の
少
な
く
と
も

一
部
に
は
現
存
の
『
ラ
テ
ン
語
説
教
集
』
が
お
そ
ら
く
含
ま
れ
て
い
る
と
推
定
さ
れ
る
。
し
か
し
こ
の
著
作
は
本
来
の
説
教
の
草
稿
で
あ

っ
た
可
能
性
が
強
く
、
い
ず
れ
に
し
て
も
未
完
成
の
も
の
で
あ
る
。
こ
の
な
か
で
最
も
高
い
完
成
度
に
達
し
て
お
り
、
か
つ
最
も
浩
瀚
な

作
品
は
『
ヨ
ハ
ネ
福
音
書
註
解
』
で
あ
る
⑶
。
こ
の
作
品
は
そ
の
思
想
と
表
現
の
豊
か
さ
に
お
い
て
、
現
存
の
ド
イ
ツ
語
著
作
を
含
め
た

全
著
作
の
な
か
で
主
著
と
い
っ
て
差
し
支
え
な
い
。

次
に
執
筆
年
代
で
あ
る
が
、
い
ま
だ
最
終
的
に
確
定
し
て
い
な
い
も
の
の
、
最
近
の
研
究
⑷
に
よ
っ
て
い
く
ら
か
進
捗
し
た
。
現
存
す

る
『
三
部
作
』
と
り
わ
け
そ
の
中
核
部
分
を
な
す
聖
書
註
解
は
従
来
考
え
ら
れ
て
い
た
よ
り
も
早
く
第
一
回
パ
リ
大
学
教
授
時
代
（1302−

03

）
に
続
く
ド
ミ
ニ
コ
会
サ
ク
ソ
ニ
ア
（
ザ
ク
セ
ン
）
管
区
長
時
代
、
だ
い
た
い
一
三
〇
五
年
に
執
筆
が
開
始
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
と

推
定
さ
れ
て
い
る
。
最
初
に
『
創
世
記
註
解
』
が
成
立
し
、
つ
い
で
『
知
惠
の
書
註
解
』、
そ
の
あ
と
『
出
エ
ジ
プ
ト
記
註
解
』
が
続
き
、

『
創
世
記
比
喩
解
』
と
『
ヨ
ハ
ネ
福
音
書
註
解
』
は
こ
れ
ら
よ
り
後
に
着
手
さ
れ
た
と
さ
れ
て
い
る
。
興
味
ぶ
か
い
こ
と
に
「
序
文
」
は

そ
れ
ら
よ
り
早
く
す
で
に
第
一
回
教
授
時
代
に
成
立
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
ら
の
作
品
が
確
定
的
な
形
を
と
っ
た
の
は
第

二
回
パ
リ
大
学
教
授
時
代
（1311−13

）
以
降
で
あ
っ
た
と
推
定
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
で
み
る
と
、『
ヨ
ハ
ネ
福
音
書
註
解
』
は
こ
れ
ら

の
な
か
で
最
も
後
期
に
属
す
る
作
品
で
あ
る
こ
と
が
判
る
。
事
実
そ
の
本
文
の
な
か
に
は
、「
聖
ト
マ
ス
」（sanctus

Thom
as

）
と
い
う

表
現
⑸
が
み
ら
れ
る
が
、
ト
マ
ス
が
列
聖
さ
れ
た
の
は
一
三
二
三
年
の
こ
と
で
あ
り
、
こ
の
年
は
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
の
晩
年
に
あ
た
り
、
か
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つ
て
自
分
が
学
ん
だ
ケ
ル
ン
の
ド
ミ
ニ
コ
会
神
学
大
学
の
学
頭
に
つ
い
た
年
で
あ
っ
た
。
一
三
二
八
年
に
は
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
は
ア
ヴ
ィ
ニ

ョ
ン
で
亡
く
な
っ
て
い
る
か
ら
、
も
し
こ
の
推
定
が
正
し
い
と
す
る
な
ら
、
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
は
晩
年
に
い
た
る
ま
で
『
ヨ
ハ
ネ
福
音
書
註

解
』
の
完
成
に
勤
し
ん
だ
こ
と
に
な
る
。
こ
の
作
品
の
完
成
度
の
高
さ
か
ら
推
測
し
て
も
こ
の
こ
と
は
説
得
的
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ

る
。

２

と
こ
ろ
で
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
の
聖
書
註
解
は
通
常
の
そ
れ
の
よ
う
に
連
続
的
逐
語
的
註
解
で
は
な
く
、
少
数
の
聖
句
を
選
ん
で
、
そ
れ
を

「
哲
学
者
の
自
然
的
論
証
」（rationes

naturales
philosophorum

）⑹
に
よ
っ
て
解
釈
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
際
に
は
、
そ
の
聖
句
の

字
義
的
意
味
は
ほ
と
ん
ど
顧
慮
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
字
義
的
意
味
の
背
後
に
隠
さ
れ
て
い
る
比
喩
的
霊
的
意
味
を
露
わ
に
す
る
こ
と
が
註

解
の
課
題
で
あ
っ
た
。
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
は
『
ヨ
ハ
ネ
福
音
書
註
解
』
に
お
い
て
も
こ
の
彼
独
自
の
註
解
の
原
則
を
厳
密
に
適
用
し
て
い

る
。
以
下
で
は
そ
こ
に
お
い
て
特
に
詳
述
さ
れ
て
い
る
始
原
論
と
受
肉
論
を
と
り
あ
げ
る
こ
と
に
し
た
い
。

『
ヨ
ハ
ネ
福
音
書
註
解
』
に
お
い
て
は
、
そ
の
本
文
の
三
分
の
一
が
第
一
章
の
解
釈
に
あ
て
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
ま
た
三
分
の
二
が
第

一
章
の
冒
頭
部
分
、
す
な
わ
ち
第
一
節
か
ら
第
十
八
節
の
解
釈
に
占
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
の
最
も
重
要
な
議
論
は
ヨ
ハ
ネ
の
冒
頭
の

聖
句
「
始
め
に
言
葉
が
あ
っ
た
」（In

principio
erat

verbum

）（1,1
）
に
お
け
る
「
始
め
」（principium

）
す
な
わ
ち
「
始
原
」
の
解

釈
で
あ
る
。
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
に
よ
れ
ば
⑺
、「
始
原
」
と
は
ま
ず
第
一
に
「
理
念
」（ratio

）
で
あ
る
。
産
み
出
さ
れ
る
も
の
は
理
念
を
通

し
て
産
み
出
す
も
の
か
ら
発
出
す
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
諸
事
物
の
原
因
で
あ
り
、
定
義
が
告
知
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
理
念
を
知

性
が
把
握
す
る
の
で
あ
る
。
例
を
あ
げ
る
と
、
職
人
の
精
神
の
な
か
に
あ
る
箱
は
い
ま
だ
箱
で
は
な
く
、
職
人
の
知
性
認
識
で
あ
っ
て
そ
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の
現
勢
的
観
念
（conceptio

actualis

）
で
あ
る
⑻
。
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
が
好
ん
で
あ
げ
る
例
を
あ
げ
る
と
「
義
人
」（justus

）
は
「
義
」（jus-

titia
）
に
よ
っ
て
義
人
な
の
で
あ
っ
て
、
義
は
け
っ
し
て
義
人
か
ら
抽
象
さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
義
人
に
対
し
て
存
在
論
的
に
先
行
す

る
の
で
あ
る
。
ま
た
「
始
原
」
は
単
独
の
個
別
的
な
理
念
を
さ
す
の
で
は
な
く
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
も
言
う
よ
う
に
⑼
、
す
べ
て
の
活

け
る
不
可
変
的
な
諸
理
念
に
よ
っ
て
満
た
さ
れ
た
い
わ
ば
或
る
種
の
根
源
的
な
知
で
あ
り
、
そ
の
知
の
う
ち
で
は
す
べ
て
の
理
念
が
一
な

る
も
の
と
し
て
現
存
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
こ
か
ら
ま
た
、
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
に
よ
れ
ば
、
始
原
は
「
知
性
」（intellectus

）
な
い
し
「
知
性
認
識
」（intelligere

）
と
し
て
捉
え

ら
れ
る
の
で
あ
る
。
知
性
の
固
有
性
は
知
性
認
識
の
対
象
を
そ
の
始
原
に
お
い
て
把
握
す
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
に
よ
れ

ば
、
す
べ
て
の
認
識
は
そ
の
始
原
に
お
い
て
成
立
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
認
識
が
そ
の
始
原
の
う
ち
に
還
元
さ
れ
る
ま
で
は
、
認
識
そ

の
も
の
は
た
え
ず
覆
わ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
暗
い
も
の
に
留
ま
る
の
で
あ
る
⑽
。
そ
の
う
ち
に
諸
理
念
が
存
在
し
て
い
る
始
原
は
知
性
と

し
て
そ
の
結
果
を
よ
り
い
っ
そ
う
高
貴
な
仕
方
で
あ
ら
か
じ
め
有
し
て
い
る
本
質
的
に
働
く
も
の
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
は
第
三
に
始
原
を
「
存
在
」（esse

）
と
し
て
捉
え
る
。
す
べ
て
の
働
き
は
そ
の
真
な
る
存
在
を
そ
の

原
因
の
う
ち
に
有
し
て
い
る
が
、
第
一
原
因
と
し
て
の
始
原
、
す
な
わ
ち
神
の
う
ち
で
の
み「
無
条
件
的
に
し
て
端
的
な
存
在
」（esse

ab-

solute
et
sim
pliciter

）
を
有
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
世
界
の
う
ち
の
す
べ
て
の
原
因
に
お
い
て
は
結
果
は
原
因
の
う
ち
に
「
こ
れ

こ
れ
し
か
じ
か
の
存
在
」（esse

hoc
vel

hoc

）
を
有
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
ら
は
「
端
的
な
意
味
に
お
け
る
存
在
」
と
し
て
の

神
の
う
ち
で
の
み
「
無
条
件
的
に
し
て
端
的
な
存
在
」
を
有
し
て
い
る
の
で
あ
る
⑾
。
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
に
よ
れ
ば
、
神
に
は
最
も
内
奥
に

存
在
す
る
と
い
う
こ
と
が
属
す
る
の
で
あ
る
が
、
世
界
に
向
か
っ
て
の
神
の
第
一
の
働
き
は
存
在
で
あ
り
、
存
在
は
そ
れ
自
体
と
し
て
は

す
べ
て
の
も
の
の
う
ち
で
最
も
内
奥
の
も
の
で
あ
る
⑿
。
あ
る
い
は
最
も
内
奥
の
も
の
が
世
界
と
の
関
係
に
お
い
て
現
れ
る
と
き
存
在
と

し
て
現
れ
る
の
で
あ
る
。
存
在
は
そ
れ
自
体
と
し
て
理
念
よ
り
も
知
性
よ
り
も
よ
り
内
奥
の
も
の
で
あ
り
、
す
べ
て
の
存
在
者
に
と
っ
て
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よ
り
包
括
的
で
根
源
的
な
も
の
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
し
て
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
は
『
ヨ
ハ
ネ
福
音
書
註
解
』
に
お
い
て
は
、「
始
原
」
を
ま
ず
「
理
念
」
と
し
て
、
つ
ぎ
に
「
知

性
」
と
し
て
、
最
後
に
「
存
在
」
と
し
て
把
握
し
て
い
る
が
、『
創
世
記
註
解
』
に
お
い
て
も
⒀
そ
の
冒
頭
の
聖
句
「
始
め
に
神
は
天
と

地
と
を
造
ら
れ
た
」（In

principio
creavit

deus
caelum

et
terram

）（1,1

）
を
解
釈
し
て
、
や
は
り
同
様
に
「
始
原
」
を
そ
の
思
索
の

深
ま
り
に
応
じ
て
第
一
に
「
イ
デ
ア
的
理
念
」（ratio

idealis

）
と
し
て
、
第
二
に
「
知
性
的
存
在
」（natura

intellectus

）
と
し
て
、
第

三
に
「
永
遠
の
第
一
の
単
一
の
今
」（prim

um
nunc

sim
plex

aeternitatis

）
と
し
て
、
第
四
に
最
終
的
に
「
存
在
」
と
し
て
把
握
し
て

い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
は
旧
約
と
新
約
の
異
な
る
聖
句
を
な
し
う
る
か
ぎ
り
整
合
的
に
解
釈
し
、
そ
れ
ら
の
あ
い
だ
に
何

の
区
別
も
認
め
て
い
な
い
こ
と
が
判
る
。
む
し
ろ
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
は
聖
書
の
全
体
が
部
分
の
う
ち
に
含
ま
れ
て
お
り
、
一
つ
の
聖
句
の
う

ち
に
も
聖
書
全
体
の
思
想
が
反
映
し
て
い
る
こ
と
を
確
信
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
上
の
二
つ
の
聖
句
に
依
拠
し
て
得
ら
れ
た

「
始
原
」
の
思
想
は
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
に
よ
れ
ば
聖
書
全
体
の
思
想
の
反
映
で
あ
る
。
以
上
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
こ
の
よ
う
な
「
始
原
」

へ
の
問
い
は
聖
書
の
哲
学
と
し
て
の
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
思
想
を
貫
く
も
の
で
あ
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
⒁
。

３

次
に
『
ヨ
ハ
ネ
福
音
書
註
解
』
に
お
い
て
注
目
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
こ
と
は
、
そ
の
特
異
な
受
肉
論
で
あ
る
。
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
は

「
言
葉
は
肉
と
な
っ
た
。
そ
し
て
わ
れ
わ
れ
の
う
ち
に
住
ん
だ
」（verbum

caro
factum

est
et
habitavit

in
nobis

）（
ヨ
ハ1,14

）
を
解

釈
し
て
、
キ
リ
ス
ト
の
う
ち
で
、
私
と
は
異
な
っ
た
あ
の
個
体
の
う
ち
で
「
肉
に
な
っ
た
言
葉
」
は
、
も
し
私
も
神
の
子
で
あ
る
た
め

に
、
私
の
う
ち
で
も
ペ
ル
ソ
ナ
的
に
肉
に
な
ら
な
か
っ
た
な
ら
ば
、
私
に
と
っ
て
は
僅
か
な
こ
と
に
す
ぎ
な
い
と
言
う
⒂
。
通
常
の
把
握
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で
は
、
言
葉
が
肉
と
な
っ
た
の
は
、
二
千
年
前
の
ナ
ザ
レ
に
お
け
る
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
う
ち
で
あ
っ
て
こ
れ
を
「
受
肉
」（incarna-

tio
）
の
出
来
事
と
呼
ん
で
い
る
。
し
か
し
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
に
よ
れ
ば
、
受
肉
の
第
一
の
結
実
は
、
わ
れ
わ
れ
が
神
の
養
子
と
な
る
こ
と

に
よ
っ
て
神
の
子
に
な
る
と
い
う
こ
と
の
う
ち
に
存
す
る
⒃
。
つ
ま
り
、
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
は
上
の
聖
句
の
後
半
「
わ
れ
わ
れ
の
う
ち
に
住

ん
だ
」
と
い
う
部
分
を
重
視
す
る
。
す
な
わ
ち
、
わ
れ
わ
れ
が
神
の
養
子
と
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
神
の
子
と
し
て
生
ま
れ
る
と
い
う
こ
と

が
肉
に
な
っ
た
言
葉
が
「
わ
れ
わ
れ
の
う
ち
に
住
ん
だ
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
よ
う
に
神
の
子
と
し
て
新
た
に
生
ま
れ
た

人
を
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
は
「
義
人
」（justus

）、「
神
的
人
間
」（hom

o
divinus

）
と
呼
ん
で
い
る
。

ま
た
そ
れ
の
み
な
ら
ず
そ
の
よ
う
な
義
人
は
義
と
「
同
名
同
義
的
に
」（univoce

）
義
な
る
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
う
で
な
け
れ
ば
そ
れ

ぞ
れ
の
義
人
は
真
の
意
味
で
の
義
人
で
は
あ
り
え
な
い
と
さ
え
言
う
⒄
。
し
か
し
こ
の
こ
と
は
人
間
は
受
肉
に
お
い
て
神
と
同
一
の
者
に

な
る
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
人
間
は
そ
の
霊
魂
に
お
い
て
「
神
の
像
」（im

ago
dei

）
で
あ
っ
て
、
神
そ
の
も
の
に
な
る

こ
と
は
け
っ
し
て
な
い
。
そ
れ
ら
の
あ
い
だ
に
は
、
プ
ラ
ト
ン
的
意
味
に
お
け
る
範
型
と
似
像
の
区
別
が
厳
然
と
し
て
あ
る
⒅
。
し
た
が

っ
て
こ
の
こ
と
は
人
が
一
度
義
人
と
し
て
新
た
に
生
ま
れ
る
な
ら
ば
、
以
後
は
恒
常
的
に
義
人
に
留
ま
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
義
人

は
「
義
人
で
あ
る
か
ぎ
り
に
お
い
て
」（inquantum

justus

）
義
に
等
し
い
も
の
で
あ
る
が
、
義
人
は
ま
た
義
人
の
存
在
な
し
に
存
在
し

う
る
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
義
人
で
な
い
可
能
性
も
依
然
と
し
て
残
っ
て
い
る
の
で
あ
る
⒆
。
さ
ら
に
ま
た
こ
の
こ
と
は
人
間
が
自
力

で
達
成
で
き
る
こ
と
で
も
な
い
。「
あ
な
た
が
た
は
神
の
子
ら
の
有
す
る
（
神
の
）
養
子
に
す
る
と
い
う
霊
を
受
け
取
っ
て
い
る
」（acce-

pistis
spiritum

adoptionis
filiorum

）（
ロ
マ8,15

）⒇
。
わ
れ
わ
れ
は
た
だ
神
の
「
養
子
に
す
る
」（adoptio

）
と
い
う
恩
寵
に
よ
っ
て
の

み
神
の
子
に
な
る
と
い
う
可
能
性
を
有
し
て
い
る
の
で
あ
る
21
。

こ
の
よ
う
な
事
態
を
さ
ら
に
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
は
ニ
ケ
ア
信
経
に
即
し
て
「
父
か
ら
子
が
生
ま
れ
る
（generatio

）。
父
と
子
か
ら
聖
霊

が
霊
発
す
る
（spiratio

）22
」
と
い
う
定
式
で
繰
り
返
し
説
い
て
い
る
。
こ
れ
は
ま
ず
言
う
ま
で
も
な
く
父
な
る
神
か
ら
子
な
る
神
、
キ
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リ
ス
ト
が
生
ま
れ
る
こ
と
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
。
し
か
し
こ
こ
で
も
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
は
第
一
次
的
に
霊
魂
の
う
ち
に
子
が
生
ま
れ
る
こ
と

と
し
て
こ
の
事
態
を
把
握
す
る
。
霊
魂
の
う
ち
に
子
が
生
ま
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
の
う
ち
で
は
「
私
」
で
は
な
く
「
神
の

子
」
が
生
き
る
。
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
人
は
神
の
子
と
し
て
あ
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
。
し
か
し
そ
の
こ
と
は
再
び
自
力
に
よ
っ
て
で
は

な
く
、
聖
霊
に
よ
っ
て
可
能
に
な
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
人
が
神
の
子
と
し
て
あ
る
と
き
に
の
み
、
神
を
あ
る
が
ま
ま
に
認
識
す
る
こ
と

が
で
き
る
23
。
人
は
人
と
し
て
は
神
を
「
鏡
を
通
し
て
謎
の
よ
う
な
仕
方
で
」（per

speculum
in
enigm

ate

）（
１
コ
リ13,12

）
被
造
物

を
通
し
て
認
識
す
る
に
す
ぎ
な
い
。
し
か
も
上
に
述
べ
た
事
態
は
人
が
神
の
子
と
し
て
新
た
に
生
ま
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
じ
る
の
で
あ

っ
て
、
人
は
一
度
神
の
子
に
な
れ
ば
、
つ
ね
に
神
の
子
と
し
て
あ
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
は
そ
れ
を
オ
リ
ゲ
ネ
ス
24

に
依
拠
し
て
「
個
々
の
徳
の
業
」（singula

virtutis
opera

）
に
よ
っ
て
神
の
子
に
な
る
と
言
っ
て
い
る
25
。
こ
こ
で
は
上
で
受
肉
論
的
に

捉
え
ら
れ
て
い
た
事
態
が
父
ー
子
ー
聖
霊
と
い
う
関
係
性
に
お
い
て
三
一
論
的
に
把
握
し
直
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
し
て
そ
の
同
一
の
事
態
は
究
極
的
に
は
「
霊
魂
の
う
ち
に
お
け
る
神
（
の
子
）
の
誕
生
」（partus

dei
in
anim

a

）26
と
呼

ば
れ
る
の
で
あ
り
、
こ
れ
こ
そ
が
『
ヨ
ハ
ネ
福
音
書
註
解
』
の
根
本
的
モ
チ
ー
フ
で
あ
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
従
来
こ
の
モ

チ
ー
フ
は
ド
イ
ツ
語
説
教
の
根
本
主
題
で
あ
る
と
さ
れ
て
き
た
が
、『
ヨ
ハ
ネ
福
音
書
註
解
』
に
お
い
て
こ
そ
思
弁
的
に
委
曲
を
つ
く
し

て
そ
の
事
態
が
説
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
以
上
の
よ
う
な
「
受
肉
」
と
「
三
一
性
」
の
把
握
の
う
ち
に
は
、
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
の
主
体
的

実
存
的
関
心
が
強
く
現
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
は
キ
リ
ス
ト
教
の
奥
義
で
あ
る
受
肉
と
三
一
性
に
対
し
て
も
ト
マ
ス
と

は
異
な
っ
て
ど
こ
ま
で
も
自
然
的
理
性
に
よ
っ
て
そ
の
実
存
的
意
味
を
探
究
し
た
の
で
あ
る
。

註⑴

使
用
テ
キ
ス
ト
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。M

eister
Eckhart,D

ie
deutschen

und
lateinischen

W
erke,herausgegeben

im
A
uftrage

der
D
eut-

schen
Forschungsgem

einschaft,
D
ie
lateinischen

W
erke

B
d.
III,

Expositio
sancti

Evangelii
secundum

Iohannem
,
herausgegeben

und
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エ
ッ
ク
ハ
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ト
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の
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「
出
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）
に
よ
っ
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神
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子
で
あ
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が
、
わ
れ
わ
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「
再
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に
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う
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の
で
あ
る
と
も
言
っ
て
い
る
。
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C
f.ibid.,n.469.
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o
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25,637

）.

25

C
f.In

Ioh.n.341.

26

筆
者
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の
語
を
以
下
の
箇
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に
お
い
て
見
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し
た
。C
f.
M
eister

Eckhart,Serm
ones,n.544.

27

こ
こ
で
い
う
「
自
然
的
理
性
」（ratio

naturalis

）
と
は
本
性
的
に
超
越
的
な
も
の
に
開
か
れ
た
「
理
性
」
で
あ
る
と
捉
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
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