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基
礎
神
学
（Fundam

entaltheologie

）
と
は
な
に
か（

１
）

―
世
俗
化
の
脈
絡
に
お
け
る
神
学
的
基
礎
作
業

マ
テ
イ
ァ
ス
・
ペ
ッ
ツ
ォ
ル
ト

こ
の
講
演
で
は
基
礎
神
学
の
成
立
、
発
展
に
つ
い
て
話
そ
う
。
そ
の
際
に
い
さ
さ
か
ド
イ
ツ
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
者
と
神
学
の
状

況
に
つ
い
て
も
話
さ
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
こ
の
二
つ
の
課
題
は
互
い
に
結
び
つ
い
て
い
る
。
基
礎
神
学
と
い
う
の
は
信
仰
が

受
け
る
チ
ャ
レ
ン
ジ
に
対
す
る
神
学
的
な
基
礎
作
業
だ
か
ら
で
あ
る
。
ド
イ
ツ
に
お
い
て
チ
ャ
レ
ン
ジ
し
て
い
る
脈
絡
は
世
俗
化
と

い
う
概
念
を
も
っ
て
言
い
表
す
こ
と
が
で
き
よ
う
。

私
の
講
演
は
こ
う
い
う
展
開
に
な
る
。
第
一
に
基
礎
神
学
と
い
う
概
念
に
つ
い
て
定
義
し
た
い
。
第
二
に
世
俗
化
と
い
う
脈
絡
に

つ
い
て
語
ろ
う
。
第
三
に
手
短
に
だ
が
、
基
礎
神
学
に
関
し
て
そ
の
歴
史
的
な
発
展
に
つ
い
て
語
る
。
続
い
て
第
四
に
、
基
礎
神
学

に
つ
い
て
私
が
考
え
て
い
る
こ
と
を
お
話
し
す
る
。
最
後
に
カ
ト
リ
ッ
ク
の
基
礎
神
学
と
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
基
礎
神
学
の
関
係
の

現
状
に
つ
い
て
短
く
述
べ
て
お
き
た
い
。
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１　

基
礎
神
学
と
は
な
に
か
。
一
つ
の
定
義

　

基
礎
神
学
に
つ
い
て
の
私
の
定
義
は
こ
う
で
あ
る
。
基
礎
神
学
と
は
、
外
か
ら
の
問
い
掛
け
の
様
々
な
チ
ャ
レ
ン
ジ
に
対
し
、

ま
た
確
か
さ
を
求
め
る
内
的
な
求
め
に
対
し
て
の
、
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
の
弁
明
に
関
す
る
組
織
神
学
的
な
省
察
で
あ
る
。
そ
れ
は
、

そ
こ
に
お
い
て
ま
た
そ
れ
を
通
し
て
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
が
信
仰
の
根
拠
と
な
る
根
本
的
な
プ
ロ
セ
ス
へ
の
考
察
と
し
て
起
こ
る
の

で
あ
り
、
現
在
の
存
在
経
験
や
学
問
責
任
の
地
平
に
お
け
る
、
こ
の
よ
う
に
し
て
根
拠
づ
け
ら
れ
た
信
仰
の
説
明
を
目
指
す
も
の
で

あ
る
。２　

脈
絡
的
神
学

―
世
俗
化
の
脈
絡
に
お
け
る
神
学

こ
の
定
義
は
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
に
と
っ
て
チ
ャ
レ
ン
ジ
と
な
っ
て
い
る
脈
絡
を
指
し
示
す
。
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
が
外
か
ら
チ
ャ
レ

ン
ジ
を
受
け
て
い
る
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
は
無
神
論
的
宗
教
批
判
に
よ
っ
て
問
い
掛
け
を
受
け
る
。
キ
リ
ス

ト
教
信
仰
に
対
す
る
批
判
的
な
問
い
掛
け
は
ま
た
、
他
の
諸
宗
教
か
ら
も
来
る
。

し
か
し
ま
た
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
は
信
仰
そ
の
も
の
に
お
け
る
疑
い
や
不
確
か
さ
に
よ
っ
て
も
チ
ャ
レ
ン
ジ
を
受
け
る
。
キ
リ
ス
ト

者
は
外
か
ら
来
る
批
判
に
直
面
し
て
、
信
仰
に
お
い
て
不
確
か
と
な
る
。
疑
い
や
不
確
か
さ
は
ま
た
、
社
会
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
教

会
の
意
味
喪
失
に
直
面
し
て
、
キ
リ
ス
ト
者
の
間
に
見
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

こ
の
よ
う
な
様
々
な
チ
ャ
レ
ン
ジ
へ
と
導
く
こ
と
に
な
っ
た
展
開
全
体
を
記
述
す
る
た
め
に
、
ド
イ
ツ
で
は
好
ん
で
「
世
俗
化
」

と
い
う
概
念
が
用
い
ら
れ
る
。
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こ
の
概
念
が
日
本
の
文
化
と
言
語
に
と
っ
て
ど
の
よ
う
に
周
知
の
こ
と
で
あ
る
か
を
、
私
は
知
ら
な
い
。
ド
イ
ツ
語
や
他
の
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
の
諸
言
語
で
は
こ
の
概
念
は
多
く
の
意
味
を
も
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
信
仰
の
世
俗
化
、
社
会
の
脱
教
会
化
、
脱
キ
リ
ス

ト
教
化
、
宗
教
の
死
滅
、
無
宗
教
、
社
会
の
中
へ
の
キ
リ
ス
ト
教
の
世
界
内
化（

２
）（

例
え
ば
隣
人
愛
と
い
う
キ
リ
ス
ト
教
の
戒
め
が
人

権
と
い
う
形
で
社
会
的
文
化
の
構
成
要
素
と
な
る
こ
と
を
指
す
）
な
ど
で
あ
る
。
社
会
学
で
は
世
俗
化
を
も
っ
て
、
近
代
の
分
化
発

展
に
お
け
る
社
会
的
部
分
価
値
が
部
分
体
系
と
し
て
自
立
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
私
は
こ
の
こ
と
を
す
ぐ
後
で
説
明
す
る
。

基
礎
神
学
は
こ
の
関
連
で
、
キ
リ
ス
ト
者
を
助
け
て
、
彼
ら
の
存
在
経
験
の
中
で
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
（
と
教
会
）
の
役
割
を
理
解

さ
せ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
た
と
え
ば
、
キ
リ
ス
ト
者
を
助
け
て
、
世
俗
化
の
プ
ロ
セ
ス
を
理
解
さ
せ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

中
世
末
に
政
治
は
宗
教
の
影
響
か
ら
脱
し
た
。
逆
に
宗
教
は
政
治
に
対
し
て
自
立
し
た
。
宗
教
改
革
は
こ
の
プ
ロ
セ
ス
を
大
い
に

促
す
こ
と
に
な
っ
た
。
宗
教
改
革
は
、
霊
的
な
こ
と
が
こ
の
世
的
な
こ
と
か
ら
分
け
ら
れ
て
、
両
者
が
混
同
さ
れ
な
い
よ
う
に
す
る

こ
と
に
価
値
を
お
い
た
。
こ
う
し
て
宗
教
改
革
は
教
会
財
産
（
教
会
所
有
の
土
地
や
不
動
産
な
ど
）
を
こ
の
世
的
使
用
に
供
し
た
。

こ
れ
が
当
時
は
世
俗
化
と
呼
ば
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
教
会
に
託
さ
れ
た
も
の
、
今
日
流
に
い
え
ば
、
宗
教
的
機
能
と
は
な
ん
の

関
わ
り
も
な
く
、
土
地
な
ど
を
活
用
す
る
と
い
う
意
味
で
の
こ
と
だ
っ
た
。
修
道
院
は
施
療
所
、
病
院
に
な
り
、
学
校
や
大
学
に

な
っ
た
。
こ
の
意
味
で
宗
教
改
革
は
教
会
君
主
領
を
世
俗
君
主
領
に
世
俗
化
し
た
。
教
会
君
主
領
の
世
俗
領
邦
化
で
あ
っ
た（

３
）。

宗
教

に
対
す
る
政
治
の
自
立
と
、
政
治
に
対
す
る
宗
教
の
自
立
に
伴
っ
て
、
他
の
社
会
的
な
分
化
発
展
が
起
こ
っ
た
。
経
済
が
宗
教
か
ら

自
ら
を
解
放
し
た
。
教
会
的
な
利
子
禁
止
が
ど
の
よ
う
に
し
て
消
え
て
い
っ
た
か
と
い
う
例
を
考
え
て
み
る
が
よ
い
。
宗
教
に
対
す

る
経
済
の
自
己
解
放
は
政
治
の
制
約
下
か
ら
の
経
済
の
自
己
解
放
と
同
時
に
起
こ
っ
た
。
経
済
の
こ
の
よ
う
な
自
立
は
同
時
に
、
経

済
に
対
す
る
宗
教
や
政
治
の
自
立
を
も
意
味
し
た
。
似
た
よ
う
な
仕
方
で
近
代
に
お
い
て
、
法
や
学
問
と
い
う
部
分
体
系
が
自
立

し
、
他
の
も
の
が
こ
れ
に
続
い
た
。
こ
こ
に
見
え
て
く
る
の
が
社
会
的
部
分
体
系
の
近
代
に
お
け
る
分
化
発
展
で
あ
る
。
部
分
体
系
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の
、
現
在
体
験
さ
れ
て
い
る
多
元
主
義
は
こ
の
プ
ロ
セ
ス
に
お
け
る
過
渡
的
状
況
を
示
し
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。
機
能
的
に
分
化
し

た
社
会
に
お
い
て
は
も
は
や
社
会
的
な
中
心
は
存
在
し
な
い
。
す
べ
て
の
分
化
体
系
は
む
し
ろ
自
ら
の
論
理
に
お
い
て
行
動
し
、
そ

れ
ゆ
え
に
ま
た
他
の
部
分
体
系
に
よ
っ
て
干
渉
さ
れ
る
こ
と
を
好
ま
な
い
。
社
会
的
中
心
の
喪
失
は
、
こ
の
よ
う
な
多
元
主
義
を

も
っ
て
社
会
が
バ
ラ
バ
ラ
に
な
る
こ
と
を
意
味
し
な
い
。
む
し
ろ
、
社
会
的
部
分
諸
体
系
が
そ
れ
ぞ
れ
固
有
の
機
能
を
超
え
て
共
に

働
く
こ
と
に
よ
っ
て
保
た
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
社
会
的
状
況
は
多
く
の
キ
リ
ス
ト
者
を
不
安
に
さ
せ
る
。
宗
教
は
社
会
の
中
に
あ
っ
て
他
の
多
く
の
部
分
体
系
の
中
の
一
つ

の
部
分
体
系
に
過
ぎ
な
く
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
こ
に
記
述
し
た
発
展
が
宗
教
の
意
味
喪
失
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
る
か
ら

で
あ
る
。
あ
る
い
は
こ
の
発
展
は
宗
教
の
死
滅
と
解
釈
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
カ
ー
ル
・
マ
ル
ク
ス
は
既
に
一
九
世
紀

に
宗
教
の
死
滅
を
予
告
し
た
。
ま
た
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
・
ニ
ー
チ
ェ
は
一
九
世
紀
の
終
わ
り
に
差
し
掛
か
っ
て
、
神
の
死
に
つ
い
て

語
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
世
俗
化
の
プ
ロ
セ
ス
に
伴
っ
て
、
多
く
の
宗
教
批
判
が
起
こ
っ
た
。
二
〇
世
紀
に
も
ソ
連
や
東
欧
諸
国
、
ま

た
ア
ジ
ア
の
い
く
つ
か
の
国
で
共
産
主
義
独
裁
が
戦
闘
的
な
無
神
論
と
結
び
つ
い
た
。
東
ド
イ
ツ
で
は
我
々
は
今
な
お
そ
の
影
響
を

感
じ
て
い
る
。
人
口
の
三
〇
パ
ー
セ
ン
ト
ほ
ど
が
キ
リ
ス
ト
教
会
に
属
し
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。
約
七
〇
パ
ー
セ
ン
ト
の
人
々
は
、

自
分
た
ち
が
無
宗
教
だ
と
思
っ
て
い
る
。
私
が
こ
こ
で
い
さ
さ
か
記
述
し
た
こ
と
は
、
先
に
「
現
在
の
存
在
経
験
」
と
言
っ
た
こ
と

な
の
で
あ
る
。

キ
リ
ス
ト
者
が
こ
の
状
況
を
感
じ
取
れ
ば
、
信
仰
に
関
し
て
不
確
か
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
世
俗
化
の
プ
ロ
セ
ス
に
対
し
て
責
任
が

あ
る
と
も
感
じ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
ゆ
え
大
雑
把
な
言
い
方
を
す
れ
ば
、
世
俗
化
に
対
し
て
拒
否
の
姿
勢
を
取
る
こ
と
に
な
る
。
そ

の
際
に
は
、
世
俗
化
の
プ
ロ
セ
ス
は
キ
リ
ス
ト
教
に
も
根
が
あ
る
こ
と
、
ま
さ
に
宗
教
改
革
に
根
が
あ
る
こ
と
に
気
づ
か
な
い
の
で

あ
る
。
こ
こ
で
は
人
は
区
別
す
る
こ
と
を
学
ば
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
そ
の
際
に
は
例
え
ば
次
の
よ
う
な
問
い
が
あ
る
種
の
役
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割
を
果
た
す
こ
と
で
あ
ろ
う
。

キ
リ
ス
ト
教
の
諸
形
態
、
諸
教
派
に
お
い
て
す
ぐ
れ
て
キ
リ
ス
ト
教
的
な
も
の
は
な
ん
で
あ
ろ
う
か
。
キ
リ
ス
ト
教
に
お
い
て
第

二
義
的
な
発
展
、
場
合
に
よ
っ
て
は
誤
っ
た
発
展
と
は
な
ん
で
あ
ろ
う
か
。
宗
教
批
判
の
誤
っ
た
諸
形
態
の
中
で
誤
っ
て
い
る
の
は

な
ん
で
あ
ろ
う
か
。
キ
リ
ス
ト
教
に
対
す
る
無
神
論
的
批
判
は
ど
こ
が
正
し
く
て
、
キ
リ
ス
ト
教
が
変
わ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
の
だ
ろ

う
か
。
ど
の
よ
う
に
し
て
キ
リ
ス
ト
者
は
世
俗
化
の
プ
ロ
セ
ス
を
正
し
く
理
解
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
根
本
主
義

（
フ
ァ
ン
ダ
メ
ン
タ
リ
ズ
ム
）
は
ど
の
程
度
ま
で
世
俗
化
の
プ
ロ
セ
ス
に
対
す
る
、
キ
リ
ス
ト
教
に
お
け
る
誤
っ
た
反
動
な
の
だ
ろ

う
か
、
等
々
で
あ
る
。
こ
う
し
た
問
い
（
に
答
え
る
こ
と
）
は
「
弁
証
学（

４
）」

に
当
た
る
で
あ
ろ
う
。
基
礎
神
学
は
こ
れ
ら
の
問
い
に

対
し
て
答
え
を
見
出
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

だ
が
基
礎
神
学
の
課
題
領
域
に
は
他
の
い
ろ
い
ろ
な
問
い
も
あ
る
。
例
え
ば
、
神
学
の
「
学
問
責
任
性
」
に
つ
い
て
の
あ
ら
ゆ
る

問
い
で
あ
る
。
信
仰
と
知
識
と
は
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
る
か
。
信
仰
の
学
と
し
て
の
神
学
は
ど
の
よ
う
に
し
て
認
識
に
到
達
す
る

の
か
。
啓
示
か
ら
の
認
識
は
他
の
諸
学
に
お
け
る
諸
認
識
と
ど
の
よ
う
に
関
係
す
る
の
か
。
聖
書
は
神
学
的
認
識
の
根
拠
と
し
て
ど

の
よ
う
な
役
割
を
果
た
す
の
か
。
神
学
の
中
に
お
い
て
歴
史
的
諸
認
識
（
聖
書
学
や
教
会
史
な
ど
の
）
と
組
織
的
諸
認
識
と
は
ど
の

よ
う
に
関
係
す
る
の
か
、
等
々
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
認
識
論
的
、
ま
た
学
問
論
的
問
い
は
先
に
挙
げ
た
弁
証
論
的
問
い
と
密
接
に
関
連
す
る
。
キ
リ
ス
ト
教
に
お
け
る
誤
っ

た
発
展
か
ら
区
別
し
、
ま
た
宗
教
批
判
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
教
の
歪
曲
か
ら
区
別
し
て
、
な
に
が
本
来
キ
リ
ス
ト
教
的
か
と
い
う
問

い
を
論
じ
る
場
合
に
は
、
私
は
ど
の
よ
う
に
し
て
本
来
キ
リ
ス
ト
教
的
な
も
の
を
認
識
し
て
い
る
の
か
、
キ
リ
ス
ト
教
的
信
仰
に
関

し
て
ど
の
よ
う
に
し
て
妥
当
な
発
言
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
、
他
の
諸
学
問
も
キ
リ
ス
ト
教
に
つ
い
て
妥
当
な
発
言
を
す
る
こ
と

が
で
き
る
か
と
い
う
問
い
も
同
時
に
解
明
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
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こ
の
よ
う
な
複
合
的
な
問
い
に
直
面
す
れ
ば
、
こ
う
な
る
。
こ
こ
で
問
題
に
な
っ
て
い
る
の
は
、
神
学
に
関
わ
る
基
礎
的
な
問
い

で
あ
る
。
こ
の
基
礎
的
な
問
い
の
メ
タ
フ
ァ
ー
の
た
め
に
、
神
学
の
専
門
用
語
と
し
て
「
基
礎
神
学Fundam

entaltheologie

」

と
い
う
用
語
が
使
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。「
根
本
主
義Fundam

entalism
us

」
と
は
混
同
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
。

３　

基
礎
神
学
の
歴
史
か
ら

弁
証
論
は
キ
リ
ス
ト
教
神
学
に
お
い
て
は
ず
っ
と
以
前
か
ら
行
わ
れ
て
い
た
。
こ
の
単
語
は
既
に
新
約
聖
書
に
お
い
て
も
出
て
く

る
。
一
ペ
ト
ロ
三
・
一
五
に
は
「
あ
な
た
が
た
の
抱
い
て
い
る
希
望
に
つ
い
て
説
明
を
要
求
す
る
人
に
は
、
い
つ
で
も
弁
明
（
ア
ポ

ロ
ギ
ア
）
で
き
る
よ
う
に
備
え
て
い
な
さ
い
」
と
あ
る
。
キ
リ
ス
ト
教
の
最
初
の
一
世
紀
に
お
い
て
優
れ
た
神
学
者
は
ユ
ス
テ
ィ
ヌ

ス
の
よ
う
に
弁
証
家
と
呼
ば
れ
た
。
ロ
ー
マ
帝
国
に
あ
っ
て
異
教
の
批
判
に
対
し
て
キ
リ
ス
ト
教
を
弁
明
し
、
知
識
人
に
対
し
て
、

キ
リ
ス
ト
教
信
仰
こ
そ
が
よ
り
よ
い
哲
学
で
あ
る
こ
と
を
確
信
さ
せ
よ
う
と
し
た
か
ら
で
あ
る
。
弁
証
学
は
キ
リ
ス
ト
教
に
お
い
て

と
り
わ
け
近
代
に
あ
っ
て
重
要
と
な
っ
た
。
一
七
世
紀
以
降
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
い
て
は
宗
教
批
判
が
強
ま
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

同
様
に
、
認
識
論
的
、
ま
た
学
問
論
的
説
明
は
神
学
に
お
い
て
長
い
伝
統
を
も
っ
て
い
る
。
既
に
中
世
ス
コ
ラ
主
義
に
お
い
て
そ

れ
は
場
を
得
て
い
た
。
宗
教
改
革
的
神
学
は
認
識
論
的
問
題
を
教
義
学
の
序
説
に
お
い
て
取
り
扱
っ
た
。
そ
こ
で
は
聖
書
が
原
理
論

の
中
心
を
占
め
た
。
近
代
以
降
こ
の
問
題
は
い
よ
い
よ
重
要
と
な
っ
た
。
宗
教
批
判
が
特
に
学
問
的
批
判
と
し
て
キ
リ
ス
ト
教
信
仰

に
対
し
て
向
け
ら
れ
、
学
問
と
宗
教
の
対
立
を
主
張
し
た
か
ら
で
あ
る
。

一
八
〇
〇
年
に
初
め
て
神
学
的
基
礎
問
題
全
体
に
対
し
て
「
基
礎
神
学
」
と
い
う
概
念
が
用
い
ら
れ
た
が
、
そ
れ
は
ヨ
ハ
ン
・
フ
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リ
ー
ド
リ
ヒ
・
ク
ロ
イ
カ
ー（

５
）と

い
う
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
神
学
者
に
よ
っ
て
だ
っ
た
。
し
か
し
一
九
世
紀
の
最
も
著
名
な
プ
ロ
テ
ス
タ

ン
ト
の
基
礎
神
学
者
は
ダ
ニ
エ
ル
・
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
・
シ
ュ
ラ
イ
エ
ル
マ
ッ
ハ
ー
で
あ
っ
た
。
し
か
し
彼
は
む
し
ろ
「
哲
学
的
神

学
」
と
い
う
言
い
方
を
用
い
た（

６
）。

カ
ト
リ
ッ
ク
側
で
は
基
礎
神
学
と
い
う
概
念
は
一
九
世
紀
後
半
か
ら
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
の
発
展
は
第
一
ヴ
ァ
テ
ィ

カ
ン
公
会
議
（
一
八
七
〇
年
）
のrecta ratio fidei fundam
enta dem

onstrat

（「
正
し
い
理
性
は
信
仰
の
基
礎
を
証
明
す
る（

７
）」）

と
い
う
定
式
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
信
仰
の
こ
の
理
性
的
な
証
明
は
一
九
世
紀
に
お
い
て
は
三
段
階
の
証
明
手
順

へ
と
構
築
さ
れ
た
。D

em
onstratio religiosa

（
宗
教
的
証
明
）、dem

onstratio Christiana

（
キ
リ
ス
ト
教
的
証
明
）、 

dem
onstratio catholica

（
カ
ト
リ
ッ
ク
的
証
明
）
で
あ
る
。
こ
の
三
段
階
を
も
っ
て
構
築
さ
れ
る
証
明
に
よ
っ
て
啓
示
の

credibilitas

（
信
ず
べ
き
こ
と
）
と
そ
こ
か
ら
結
果
す
るcredentitas

（
信
じ
る
義
務
）
と
が
理
性
の
基
礎
を
も
っ
て
保
証
さ
れ

る
と
い
う
の
で
あ
る
。

１ 
dem

onstratio religiosa

は
宗
教
を
証
明
す
る
。
す
な
わ
ち
、
神
証
明
の
助
け
に
よ
っ
て
神
存
在
が
証
明
さ
れ
る
と
い
う
の

で
あ
る
。
神
が
自
己
を
啓
示
し
、
そ
の
よ
う
な
自
己
啓
示
が
人
間
の
理
性
に
と
っ
て
も
認
識
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
が
、
理
性
に

も
明
ら
か
と
な
る
と
い
う
の
で
あ
る
。dem

onstratio religiosa

は
一
般
的
な
啓
示
規
範
を
提
示
す
る
。

２ 

こ
の
啓
示
規
範
が
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
に
よ
っ
て
成
就
さ
れ
る
、
あ
る
い
は
成
就
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
、
こ
の
こ
と
を
特
に
歴

史
的
に
証
明
す
る
の
がdem

onatratio Christiana

の
課
題
で
あ
る
。
特
に
イ
エ
ス
の
奇
跡
、
イ
エ
ス
の
人
格
の
全
体
像
、

イ
エ
ス
の
復
活
が
、
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
はlegatus divinus
神
に
遣
わ
さ
れ
た
者
で
あ
る
と
い
う
要
請
の
信
ず
べ
き
こ
と

を
証
明
す
る
。

３ 
dem

onstratio catholica

に
お
い
て
は
、
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
が
彼
の
教
会
を
設
定
し
、
教
会
は
啓
示
を
守
る
も
の
で
あ
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り
、
そ
の
よ
う
な
教
会
は
こ
の
課
題
を
も
っ
て
ロ
ー
マ
・
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
に
お
い
て
具
現
し
て
い
る
こ
と
を
証
明
し
よ
う
と

試
み
る
。

こ
の
三
段
階
の
論
議
経
過
の
全
体
は
、
啓
示
や
信
仰
を
も
ち
出
す
こ
と
な
く
、
純
粋
に
理
性
的
な
（
哲
学
的
お
よ
び
歴
史
的
）
証

明
と
し
て
理
解
さ
れ
る
。
基
礎
神
学
は
信
仰
へ
と
導
く
も
の
で
あ
っ
て
、
啓
示
に
対
し
て
人
間
の
理
性
洞
察
を
開
く
べ
き
も
の
な
の

で
あ
る
。
こ
れ
が
達
せ
ら
れ
れ
ば
、
信
仰
の
啓
示
認
識
に
至
る
こ
と
が
で
き
る
わ
け
で
あ
る
。
そ
し
て
信
仰
の
啓
示
認
識
は
教
義
学

の
課
題
と
な
る
。
こ
の
体
系
の
背
後
に
は
ト
マ
ス
・
ア
ク
ィ
ナ
ス
のGratia non tollit sed supponit et perficit naturam

（
恩

恵
は
自
然
／
本
性
を
破
壊
す
る
こ
と
な
く
、
こ
れ
を
前
提
と
し
、
完
成
さ
せ
る
）
と
い
う
原
理
が
あ
る
。
こ
の
原
理
は
啓
示
の
恩
恵

を
人
間
の
自
然
的
理
性
と
の
調
和
的
関
係
の
内
に
見
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
基
礎
神
学
体
系
に
対
し
て
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
神
学
は
多
く
の
点
で
批
判
し
た
。
こ
こ
で
は
二
点
だ
け
を
挙
げ
て
お
こ
う
。

１ 

宗
教
改
革
的
な
見
方
で
は
理
性
は
罪
に
よ
っ
て
暗
く
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
人
間
は
自
分
の
本
性
か
ら
し
て
は
神
を
認
識
す

る
こ
と
は
で
き
な
い
。
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
神
学
は
二
〇
世
紀
に
お
い
て
カ
ー
ル
・
バ
ル
ト
の
下
で
全
く
啓
示
神
学
と
な
っ
た
。

基
礎
神
学
は
「
自
然
神
学
」
と
し
て
拒
否
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

２ 

プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
神
学
に
と
っ
て
特
に
第
三
の
歩
み
、dem

onstratio catholica

は
疑
い
を
抱
か
せ
る
も
の
で
あ
る
。
す
な

わ
ち
こ
こ
で
は
理
性
根
拠
を
も
っ
て
、
ロ
ー
マ
・
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
の
み
が
唯
一
の
真
の
教
会
で
あ
る
と
示
さ
れ
て
い
る
か
ら

で
あ
る
。
こ
の
目
的
設
定
の
下
で
「
基
礎
神
学
」
が
理
解
さ
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
神
学
は
も
は
や
こ
の
分
野

と
関
わ
り
を
持
と
う
と
し
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。

一
九
世
紀
の
終
わ
り
以
来
基
礎
神
学
は
典
型
的
に
カ
ト
リ
ッ
ク
的
な
も
の
と
見
ら
れ
て
き
た
。
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
神
学
に
お
い
て
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は
何
十
年
に
も
わ
た
っ
て
こ
の
概
念
は
用
い
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
二
〇
世
紀
後
半
に
な
っ
て
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
側
で
も
、「
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
神
学
も
基
礎
神
学
を
必
要

と
す
る
」
と
い
う
考
え
に
至
っ
た
。

W
ilfried Joest

に
と
っ
て
は
、
社
会
が
キ
リ
ス
ト
教
的
伝
統
の
自
己
理
解
か
ら
離
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
事
実
が
、
包
括
的

な
基
礎
的
考
察
を
必
要
と
し
て
い
る
の
で
あ
っ
た
。
神
学
は
こ
れ
を
も
は
や
従
来
の
よ
う
に
教
義
学
序
論
、
序
説
の
中
で
果
た
し
得

な
く
な
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。『
基
礎
神
学　

神
学
的
基
礎
問
題
と
方
法
問
題
』（Stuttgart 1.A

ufl. 1974, 3.A
ufl.1988

）
と
い

う
タ
イ
ト
ル
の
彼
の
教
科
書
は
今
日
ま
で
の
と
こ
ろ
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
側
で
の
、
基
礎
神
学
に
つ
い
て
の
最
初
の
、
唯
一
の
教
科
書

で
あ
る
。

W
olfhart Pannenberg

は
そ
の
著
『
学
問
理
論
と
神
学
』（Frankfurt 1973

）
に
お
い
て
、
基
礎
神
学
の
機
能
は
、
神
学
的

発
言
の
関
連
諸
枠
を
示
す
こ
と
で
あ
る
と
規
定
し
て
い
る
。
基
礎
神
学
は
一
般
的
な
宗
教
諸
問
題
の
平
面
で
キ
リ
ス
ト
教
啓
示
の
特

殊
性
を
規
定
し
、
他
の
信
仰
の
あ
り
方
に
対
す
る
キ
リ
ス
ト
教
の
優
越
性
を
示
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

一
九
六
八
年
に
初
め
て
チ
ュ
ー
リ
ヒ
に
お
い
て
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
神
学
部
で
最
初
の
基
礎
神
学
講
座
が
設
け
ら
れ
た
。
こ
れ
に
招

か
れ
た
の
がGerhard Ebeling

で
あ
る
。「
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
基
礎
神
学
の
諸
考
察
」
と
い
う
、
一
九
七
〇
年
の
大
論
文
に
お
い

て
彼
は
初
め
て
こ
の
科
目
に
つ
い
て
の
考
察
を
公
に
し
た
の
で
あ
る（

８
）。

加
え
て
彼
の
著
『
神
学
研
究　

神
学
諸
科
の
方
向
付
け
』

（T
übingen 1975

）
は
そ
れ
自
体
が
基
礎
神
学
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
本
に
お
い
て
エ
ベ
リ
ン
グ

は
神
学
諸
科
全
体
の
中
で
こ
の
新
し
い
分
野
の
課
題
を
提
示
し
て
い
る
。

こ
の
三
人
と
も
が
、
基
礎
神
学
に
関
す
る
他
の
多
く
の
労
作
を
公
刊
し
て
い
る
。
興
味
深
い
の
は
こ
の
三
人
と
も
が
そ
れ
ぞ
れ
教
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義
学
著
作
を
著
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
点
で
基
礎
神
学
の
問
題
が
い
か
に
独
立
し
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
を

見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
同
時
に
認
め
う
る
の
は
、
神
学
的
な
基
礎
諸
問
題
に
つ
い
て
の
論
述
が
果
た
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て

教
義
学
が
ど
れ
だ
け
益
を
受
け
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

聖
書
学
者
た
ち
も
ま
た
、
正
確
に
言
え
ばFerdinand H

ahn

やJürgen H
übner

と
い
っ
た
新
約
学
者
た
ち
も
基
礎
神
学
に

つ
い
て
の
労
作
を
公
に
し
て
い
る
。
聖
書
学
が
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
立
場
か
ら
す
る
神
学
的
基
礎
論
を
い
か
に
重
視
し
て
い
る
か
と

い
う
こ
と
が
明
ら
か
に
な
ろ
う
。

爾
来
い
く
つ
も
の
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
神
学
部
に
お
い
て
基
礎
神
学
の
講
座
が
設
け
ら
れ
た
。
ま
た
ド
イ
ツ
、
ア
メ
リ
カ
、
ス
カ
ン

デ
ィ
ナ
ヴ
ィ
ア
の
多
く
の
神
学
者
た
ち
が
基
礎
神
学
に
つ
い
て
の
論
述
を
公
に
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
す
べ
て
を
今
挙
げ
る
こ
と
は
こ

こ
で
は
し
な
い（

９
）。

し
か
し
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
神
学
の
中
に
は
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
基
礎
神
学
を
独
立
し
た
形
で
提
示
す
る
こ
と
に
対
し
て
批
判
も

あ
る
こ
と
を
こ
こ
で
述
べ
て
お
く
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
教
義
学
か
ら
す
る
方
法
論
的
基
礎
問
題
が
こ
こ
に
移

さ
れ
て
し
ま
う
か
ら
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
教
義
学
で
扱
わ
れ
る
よ
う
な
神
学
の
基
礎
問
題
が
信
仰
の
内
容
的
諸
問
題
と
の
関
連
で

も
は
や
解
明
さ
れ
な
く
な
る
と
い
う
危
険
が
あ
り
得
る
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
神
学
内
で
基
礎
神
学
と
い
う
そ
れ
自
体
独
立
し
、
完
結
し
た
課
題
領
域
を
設
け
る
こ
と
に
確
信
を
持
っ
て
私

は
、
こ
の
た
め
に
努
力
し
て
い
る
。
こ
の
た
め
に
私
は
三
学
期
に
わ
た
る
講
義
を
用
意
し
て
い
る
（
参
考
資
料
参
照
）。
ま
た
こ
れ

ま
で
い
ろ
い
ろ
と
基
礎
神
学
に
つ
い
て
の
私
の
考
え
を
公
に
し
て
、
討
論
に
供
し
て
き
た）

（（
（

。
そ
こ
で
以
下
に
お
い
て
は
私
が
考
え
て

い
る
と
こ
ろ
を
短
く
お
話
し
し
た
い
。
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４　

神
学
の
メ
タ
理
論
と
し
て
の
基
礎
神
学

基
礎
神
学
は
神
学
の
い
ろ
い
ろ
異
な
っ
た
理
論
遂
行
の
「
上
へm

eta

」
と
見
渡
す
も
の
で
あ
る
。
そ
の
際
目
標
は
、
⑴
聖
書
学

（
旧
約
学
と
新
約
学
）、
教
会
史
、
組
織
神
学
（
教
義
学
と
倫
理
学
）、
実
践
神
学
と
い
っ
た
異
な
っ
た
学
問
分
野
に
共
通
す
る
基
礎

的
諸
問
題
を
視
野
に
収
め
、
⑵
こ
の
よ
う
に
し
て
得
ら
れ
た
基
礎
学
問
的
問
題
意
識
を
、
全
体
を
見
通
し
た
仕
方
で
す
べ
て
の
神
学

諸
科
の
そ
の
時
々
の
考
察
遂
行
の
中
に
持
ち
込
む
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
見
方
に
従
え
ば
基
礎
神
学
は
次
の
五
つ
の
、
相
互
に
関
連
あ
る
課
題
領
域
を
包
括
す
る
こ
と
に
な
る
。

ａ　

弁
証
学

内
的
ま
た
外
的
な
チ
ャ
レ
ン
ジ
の
脈
絡
に
お
い
て
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
に
関
す
る
弁
明
の
た
め
の
組
織
的-

神
学
的
な
分
野
と
し
て

基
礎
神
学
は
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
の
本
質
と
真
理
を
問
う
問
い
に
対
し
て
答
え
を
見
出
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

キ
リ
ス
ト
教
信
仰
の
本
質
を
問
う
問
い
：
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
と
は
本
来
な
ん
で
あ
る
の
か
。
時
の
経
過
に
伴
っ
て
二
次
的
に
付
け

加
わ
っ
た
り
、
あ
る
い
は
本
来
的
な
も
の
か
ら
逸
れ
た
と
こ
ろ
の
、
ま
た
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
の
本
来
的
な
も
の
を
ほ
と
ん
ど
も
し
く

は
全
く
認
識
さ
せ
な
い
す
べ
て
の
発
展
に
対
し
て
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
に
お
け
る
本
質
的
な
も
の
を
問
う
問
い
で
あ
る
。
キ
リ
ス
ト
教

信
仰
に
お
け
る
本
来
的
な
も
の
を
問
う
問
い
は
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
の
根
拠
を
問
う
問
い
を
も
っ
て
答
え
る
こ
と
が
で
き
る
（
定
義
の

部
分
を
参
照
）。
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
の
本
質
を
も
っ
て
キ
リ
ス
ト
教
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
へ
の
求
め
は
解
明
さ
れ
る
。

キ
リ
ス
ト
教
信
仰
の
真
理
を
問
う
問
い
は
弁
証
学
的
課
題
設
定
の
第
二
の
大
き
な
領
域
を
形
成
す
る
。
真
理
へ
の
問
い
に
答
え
る

た
め
の
規
範
は
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
の
根
拠
で
あ
る
。
真
理
へ
の
問
い
に
答
え
る
た
め
に
必
要
な
前
提
は
こ
の
よ
う
に
し
て
キ
リ
ス
ト
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教
信
仰
の
本
質
を
問
う
問
い
を
解
明
す
る
こ
と
で
あ
る
。
真
理
を
問
う
問
い
の
解
明
は
信
仰
と
神
学
の
問
題
提
起
を
も
っ
て
す
る
論

議
に
お
け
る
中
心
的
な
課
題
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
基
礎
神
学
は
、
問
題
提
起
が
事
柄
に
即
さ
ず
、
キ
リ
ス
ト
教
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ

を
停
止
さ
せ
る
、
も
し
く
は
そ
れ
自
身
矛
盾
し
て
学
問
的
に
維
持
で
き
な
い
批
判
と
し
て
登
場
す
る
限
り
は
、
外
か
ら
の
問
題
提
起

が
支
持
で
き
な
い
こ
と
を
明
ら
か
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
の
真
理
を
問
う
問
い
の
解
明
の
た
め
に
は
、
基
礎

神
学
は
い
ろ
い
ろ
な
哲
学
的
真
理
理
論
と
討
論
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ｂ　

神
学
的
原
理
論

神
学
的
原
理
論
と
し
て
基
礎
神
学
は
神
学
と
い
う
学
問
の
研
究
対
象
を
明
ら
か
に
し
、
そ
の
理
論
的
把
握
の
可
能
性
を
解
明
す

る
。
こ
れ
は
神
学
的
認
識
の
源
と
構
造
と
を
問
う
問
い
へ
と
導
く
。
諸
テ
ー
マ
は
こ
こ
で
は
啓
示
、
聖
書
伝
承
、
信
仰
告
白
、
教
会

教
理
で
あ
る
。

ｃ　

神
学
諸
科
解
題

神
学
諸
科
解
題
と
し
て
基
礎
神
学
は
そ
の
諸
科
の
発
展
分
化
の
中
で
神
学
の
一
体
性
を
問
う
問
い
を
扱
う
。
聖
書
学
（
旧
約
学
と

新
約
学
）、
教
会
史
、
組
織
神
学
（
教
義
学
と
倫
理
学
）、
実
践
神
学
と
い
っ
た
神
学
の
異
な
っ
た
学
問
領
域
は
ど
の
よ
う
に
し
て
研

究
対
象
の
所
与
の
一
体
性
に
お
け
る
共
通
す
る
方
向
付
け
へ
と
特
定
の
視
点
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
は
諸
科

間
の
学
際
的
な
対
話
が
、
神
学
に
お
け
る
組
織
的
、
歴
史
的
、
社
会
学
的
な
ど
と
い
っ
た
い
ろ
い
ろ
な
問
題
提
起
と
方
法
の
メ
タ
理

論
的
省
察
を
必
要
と
す
る
。
大
き
な
課
題
領
域
は
こ
こ
で
は
、
哲
学
的
、
ま
た
文
学
的
解
釈
学
の
脈
絡
に
お
け
る
神
学
的
解
釈
学
の

作
業
で
あ
る
。

ｄ　

神
学
の
学
問
理
論

神
学
諸
科
解
題
の
解
明
に
伴
っ
て
基
礎
神
学
は
他
の
諸
学
問
と
の
対
話
に
お
い
て
、
ま
た
学
問
理
論
的
討
議
へ
の
参
加
を
通
し
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て
、
学
問
と
し
て
の
神
学
の
性
格
を
明
ら
か
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
神
学
は
信
仰
の
構
造
へ
の
定
着
に
よ
り
、
ま
た
イ
エ
ス
・

キ
リ
ス
ト
と
い
う
根
拠
に
よ
り
他
の
諸
学
問
と
異
な
っ
て
い
る
。
基
礎
神
学
は
神
学
の
学
問
性
を
明
ら
か
に
し
、
そ
う
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
他
の
諸
学
問
の
合
理
性
に
対
し
て
信
仰
の
特
定
の
合
理
性
を
伝
達
可
能
と
す
る
。

ｅ　

宗
教
と
い
う
テ
ー
マ
設
定

上
述
し
た
学
問
領
域
を
横
断
し
て
基
礎
神
学
は
宗
教
と
い
う
テ
ー
マ
設
定
を
作
業
す
る
。（
例
え
ば
哲
学
、
宗
教
学
、
社
会
学
と

い
っ
た
）
他
の
諸
学
問
と
の
学
際
的
な
対
話
の
中
で
基
礎
神
学
は
宗
教
と
か
宗
教
性
と
い
う
現
象
の
研
究
に
参
加
す
る
。
基
礎
神
学

は
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
と
宗
教
と
の
関
係
に
つ
い
て
解
明
す
る
。
他
の
諸
宗
教
と
の
対
話
に
お
い
て
基
礎
神
学
は
宗
教
及
び
諸
宗
教
の

神
学
の
た
め
の
理
論
を
開
発
す
る
。

こ
の
第
五
点
に
関
し
て
は
っ
き
り
し
て
い
る
こ
と
は
、
宗
教
と
い
う
テ
ー
マ
設
定
が
基
礎
神
学
の
他
の
課
題
領
域
を
横
断
し
て
存

在
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
に
反
し
て
宗
教
が
考
察
の
出
発
点
に
な
っ
て
い
る
と
す
れ
ば
、
我
々
は
基
礎
神
学
と
関

わ
っ
て
い
る
の
で
は
な
く
て
、
宗
教
哲
学
と
関
わ
っ
て
い
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
神
学
的
な
基
礎
諸
問
題
を
宗
教
哲
学
と
理
解
し
、
作

業
す
る
と
い
う
こ
と
が
今
日
か
な
り
広
ま
っ
て
い
る
。
古
典
的
な
カ
ト
リ
ッ
ク
基
礎
神
学
も
、dem

onstratio religiosa

か
ら
始

め
る
と
い
う
点
で
は
、
あ
る
意
味
で
は
宗
教
哲
学
で
あ
る
。
し
か
し
基
礎
神
学
に
つ
い
て
の
私
の
考
え
は
、
明
瞭
に
宗
教
哲
学
的
理

解
と
は
異
な
っ
て
い
る
。
私
は
信
仰
と
い
う
現
象
に
お
い
て
出
発
し
、
本
来
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
と
は
な
に
か
と
い
う
、
キ
リ
ス
ト
教

信
仰
の
本
質
を
問
う
問
い
に
終
始
し
て
い
る
。
信
仰
と
い
う
こ
の
手
が
か
り
こ
そ
が
、
基
礎
神
学
と
い
う
分
野
の
神
学
的
性
格
を
保

証
す
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
基
礎
神
学
は
、
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
が
宗
教
と
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
る
の
か
を
も
明
ら
か
に
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
こ
の
問
題
は
こ
の
第
五
の
課
題
領
域
で
取
り
扱
わ
れ
る
の
で
あ
る
。



102

５　

プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
基
礎
神
学
と
カ
ト
リ
ッ
ク
基
礎
神
学
の
関
係
の
現
状

先
に
述
べ
た
点
は
、
カ
ト
リ
ッ
ク
側
で
基
礎
神
学
は
ど
う
進
め
ら
れ
て
い
る
の
か
と
い
う
問
い
を
生
じ
さ
せ
る
。
第
二
ヴ
ァ
テ
ィ

カ
ン
公
会
議
（
一
九
六
二
―
一
九
六
五
）
は
カ
ト
リ
ッ
ク
基
礎
神
学
に
新
し
い
出
発
を
も
た
ら
し
た
。
多
く
の
新
し
い
考
え
が
生
じ

た
。
そ
の
中
で
も
基
礎
神
学
が
今
や
多
く
の
人
々
に
よ
っ
て
明
瞭
に
、
神
学
の
一
分
野
と
理
解
さ
れ
、
信
仰
に
関
わ
る
べ
き
神
学
の

前
庭
に
あ
る
哲
学
と
は
も
は
や
理
解
さ
れ
な
く
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。
新
し
い
す
べ
て
の
展
開
を
見
れ
ば
、
カ
ト
リ
ッ

ク
基
礎
神
学
と
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
基
礎
神
学
と
は
し
ば
し
ば
ま
さ
に
近
接
し
て
い
る
。
こ
う
し
て
既
に
二
〇
世
紀
七
〇
年
代
に
は
基

礎
神
学
を
エ
キ
ュ
メ
ニ
カ
ル
に
展
開
し
よ
う
と
い
う
関
心
が
生
じ
た
。
し
か
し
そ
こ
に
は
ま
だ
ほ
ど
遠
い
の
が
現
状
で
あ
る
。
二
〇

〇
九
年
五
月
に
は
私
は
パ
ー
デ
ル
ボ
ル
ン
の
カ
ト
リ
ッ
ク
神
学
部
で
開
催
さ
れ
た
基
礎
神
学
の
国
際
会
議
に
お
い
て
、
基
礎
神
学
に

お
け
る
教
派
間
の
相
違
の
問
題
に
つ
い
て
講
演
し
た
。
私
は
そ
こ
に
た
だ
一
人
の
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
神
学
者
と
し
て
招
か
れ
た
の

だ
っ
た
。
こ
の
会
議
の
テ
ー
マ
は
「
基
礎
神
学
は
な
ん
の
た
め
か
」
で
あ
っ
た
。
こ
の
問
い
は
、
第
二
ヴ
ァ
テ
ィ
カ
ン
公
会
議
以
後

の
変
化
の
後
、
カ
ト
リ
ッ
ク
神
学
は
自
ら
の
基
礎
神
学
の
特
徴
に
つ
い
て
不
確
か
と
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
最

近
何
十
年
か
の
議
論
は
見
通
し
の
つ
か
な
い
も
の
に
な
っ
て
き
て
い
る
。
今
で
は
一
九
世
紀
の
、
宗
教
、
啓
示
、
教
会
と
い
う
段
階

の
古
い
論
述
に
戻
ろ
う
と
い
う
注
目
す
べ
き
傾
向
が
存
在
す
る
。
パ
ー
デ
ル
ボ
ル
ン
の
会
議
で
は
こ
の
復
古
的
な
努
力
が
感
じ
ら
れ

た
こ
と
で
あ
っ
た）

（（
（

。
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注
（
１
） 
こ
れ
は
二
〇
一
〇
年
三
月
二
日
、
日
本
福
音
ル
ー
テ
ル
東
京
教
会
に
お
い
て
、
日
本
福
音
ル
ー
テ
ル
教
会
東
地
区
教
師
会
に
属
す
る
牧
師
た
ち
の
た

め
に
語
ら
れ
た
講
演
で
あ
る
。
な
お
、M

athias Petzoldt

氏
は
神
学
博
士
、
現
在
ド
イ
ツ
の
ラ
イ
プ
ツ
ィ
ヒ
大
学
神
学
部　

基
礎
神
学
・
解
釈
学

教
授
で
あ
る
。

（
２
） Ein-W

eltlichung
、
す
な
わ
ち
「
世
界
の
中
に
入
り
込
む
こ
と
」
を
指
す
。

（
３
） 

二
つ
の
国
、
二
つ
の
統
治
様
式
の
宗
教
改
革
的
区
別
は
、
こ
の
世
俗
化
の
概
念
の
背
後
に
あ
る
わ
け
だ
が
、
福
音
主
義
的
教
会
理
解
の
中
に
深
く
影

響
し
て
い
る
。
こ
う
し
て
教
会
は
ア
ウ
グ
ス
ブ
ル
ク
信
仰
告
白
第
七
条
に
よ
れ
ば
、
神
法
に
よ
る
階
層
的
構
造
と
い
う
ロ
ー
マ
・
カ
ト
リ
ッ
ク
の
見

方
と
異
な
っ
て
、
聖
書
に
即
し
た
福
音
の
説
教
と
、
そ
れ
に
応
じ
た
聖
礼
典
の
執
行
と
い
う
点
に
お
い
て
成
り
立
つ
と
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
。
こ
う
し
た
ま
た
、
教
会
の
職
務
も
（
司
教
聖
別
と
か
司
祭
聖
別
と
い
っ
た
）
秘
跡
的
聖
別
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
召
し
、
招
聘
に
よ
っ
て
設
定

さ
れ
る
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
。
教
会
法
は
神
法
と
は
理
解
さ
れ
ず
、
世
俗
権
威
の
管
理
に
委
ね
ら
れ
う
る
人
間
の
秩
序
と
理
解
さ
れ
た
。
秘
跡
理

解
の
変
化
に
伴
っ
て
た
と
え
ば
、
カ
ト
リ
ッ
ク
的
な
結
婚
の
秘
跡
が
、「
こ
の
世
の
事
柄
」（
ル
タ
ー
）
と
理
解
さ
れ
る
結
婚
理
解
に
変
わ
っ
た
と
い

う
点
も
認
め
ら
れ
る
。M

artin H
eckel: W

eltlichkeit und Säkularisierung. Staatskirchenrechtliche Problem
e in der Reform

ation 

und im
 konfessionellen Zeitalter, in: Bernd M

oeller (H
rsg.): Luther in der N

euzeit, Gütersloh 1983, 34-54.

（
４
）A

pologetik

：
弁
明
、
弁
証
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
問
題
提
起
に
対
す
る
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
の
弁
明
、
弁
証
で
あ
る
。

（
５
） Johann Friedrich K

leuker, Grundriß einer Encyklopädie der T
heologie, 2 Bde. 1800/01.

（
６
） Friedrich Schleierm

acher, K
urze D

arstellung des theologischen Studium
 zum

 Behuf einleitender V
orlesungen, Berlin 1. A

ufl. 

1810, 2. A
ufl. 1830 

（
シ
ュ
ラ
イ
エ
ル
マ
ッ
ハ
ー
、
神
学
通
論
）

（
７
） 

教
義
憲
章
『D

ei Filius

（
神
の
子
は
）』
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
文
書
資
料
集　

3019

。

（
８
） Zeitschrift für T

helogie und K
irche 67, (1970), 479–524.

そ
の
後Gerhard Ebeling: W

ort und Glaube, BD
.IV

. T
heologie in den 

Gegensätzen des Lebens, T
übingen 1995, 377–419

に
再
録
。

（
９
） 

例
と
し
て
挙
げ
れ
ば
、M

athias Petzoldt (H
rsg.), Evangelische Fundam

entaltheologie in der D
iskussion, Leipzig 2004.
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（
10
） Fundam

entaltheologie – D
isziplin und/oder Perspektive system

atischer T
heologie? Beobachtungen und Erw

ägungen aus 

evangelischer Sicht, T
heologische H

abilitation, N
euendettelsau 1984; N

otw
endigkeit und Gefahren einer verselbständigten 

Fundam
entaltheologie, in: M

atthias Petzoldt (H
rsg.), Evangelische Fundam

entaltheologie in der D
iskussion, 21–40; W

.G. 

Jeanrond/M
: Petzoldt: A

rt. Fundam
entaltheologie, in: RGG

4 Bd. 3 (2000), 426-436.

（
11
） 

こ
の
会
議
の
諸
講
演
は
二
〇
一
〇
年
夏
に
は
出
版
さ
れ
る
予
定
で
あ
る
。Josef M

eyer zu Schlochtern und Rom
an A

. Siebenrock (H
rsg.), 

W
ozu Fundam

entaltheologie? Zur Grundlegung der T
heologie im

 A
nspruch von Glaube und V

ernunft, V
erlag Schöningh 

Paderborn.

参
考
資
料

基
礎
神
学　

キ
リ
ス
ト
教
信
仰
の
弁
明

　
　
（
ラ
イ
プ
ツ
ィ
ヒ
大
学
神
学
部
に
お
け
る
三
学
期
に
わ
た
る
講
義
）

Ａ　
「
信
仰
」
と
は
な
に
か

１　

一
般
的
―
人
間
的
現
象
と
し
て
の
「
信
じ
る
こ
と
」

　
　
　
　
　
（
日
常
会
話
の
中
に
見
ら
れ
る
と
こ
ろ
）

２　

神
学
的
な
意
味
に
お
け
る
信
仰

３　

キ
リ
ス
ト
教
信
仰—

あ
る
生
き
方

４　

信
仰
と
宗
教

５　

信
仰
と
神
学

Ｂ　

信
仰
の
根
拠



105

基礎神学（Fundamentaltheologie）とはなにか

６　

信
仰
の
根
拠
を
問
う
問
い

７　

啓
示

Ｃ　

信
仰
の
伝
承

８　

ロ
ー
マ
・
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
と
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
教
会
の
聖
書
理
解

９　

信
仰
の
根
拠
で
は
な
く
、
源

Ｄ　

信
仰
伝
承
の
理
解
に
つ
い
て

10　

神
学
の
外
と
内
と
に
お
け
る
解
釈
学

11　

神
学
的
解
釈
学
は
パ
ラ
ダ
イ
ム
変
換
の
前
に
立
っ
て
い
る
か
？

Ｅ　

信
仰
の
問
い
掛
け

12　

聖
書
の
証
言
に
お
け
る
不
信
仰
と
「
無
神
論
」

13　

古
代
に
お
け
る
無
神
論
と
民
族
神

14　

近
代
の
無
神
論

15　

神
学
的
弁
証
学
：
概
念
、
目
標
、
立
場

Ｆ　

信
仰
の
真
実

16　

人
間
の
基
本
的
な
問
い
と
し
て
の
真
理
を
問
う
問
い

17　

キ
リ
ス
ト
教
信
仰
と
神
学
に
と
っ
て
の
真
理
概
念
の
意
味

Ｇ　

神
学
―
学
問
で
あ
る
か
？

18　

問
題
の
発
展
史
的
叙
述

19　

他
の
諸
学
問
に
対
す
る
神
学
の
近
さ
と
遠
さ
（
例
え
ば
哲
学
、
歴
史
学
、
自
然
科
学
に
対
し
て
）

Ｈ　

神
学
の
一
体
性
と
そ
の
諸
分
野
の
多
様
性

20　

神
学
の
諸
分
野
へ
の
解
体

21　

一
体
性
へ
の
努
力
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22　

組
織
神
学
の
一
体
性
へ
の
特
別
な
問
い

Ｉ　

基
礎
神
学

23　

そ
の
成
立
の
歴
史

24　

カ
ト
リ
ッ
ク
と
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
基
礎
神
学

25　

宗
教
哲
学
と
し
て
の
基
礎
神
学
？

26　

諸
宗
教
の
神
学
と
し
て
の
基
礎
神
学
？

27　

基
礎
神
学
―
組
織
神
学
の
一
分
野
、
ま
た
神
学
全
体
へ
の
先
を
見
通
し
た
方
向
付
け

（
訳
・
徳
善　

義
和
）


