
176

１　

二
つ
の
時
間
概
念

　

ヴ
ァ
ル
タ
ー
・
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
が
一
九
四
〇
年
に
自
ら
命
を
絶
っ
た
の

ち
、
彼
の
思
想
の
受
容
が
史
的
唯
物
論
か
メ
シ
ア
ニ
ズ
ム
か
と
い
う
両
極

に
分
裂
し
た
陣
営
の
対
立
の
う
ち
に
あ
っ
た
の
は
そ
れ
ほ
ど
昔
の
こ
と

で
は
な
い
。
一
九
五
五
年
に
ア
ド
ル
ノ
に
よ
る
最
初
の
『
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
著

作
集
』（
二
巻
）
が
刊
行
さ
れ
、
六
八
年
世
代
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
の
な
か

で
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
が
読
ま
れ
て
い
っ
た
後
も
な
お
、
少
な
く
と
も
一
九
八
〇

年
代
初
頭
ま
で
は
唯
物
論
と
メ
シ
ア
ニ
ズ
ム
を
対
置
す
る
標
題
は
自
然

な
風
景
の
一
つ
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
う
い
っ
た
二
項
対
立
そ

の
も
の
は
、
そ
の
後
、
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
思
想
を
と
ら
え
る
う
え
で
有
効
な

も
の
と
み
な
さ
れ
な
く
な
っ
て
い
く
の
だ
が
、
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
思
考
を
確

か
に
構
成
し
て
い
る
こ
の
両
極
的
な
要
素
は
、
現
在
で
も
な
お
、
基
本
的

に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
別
々
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
で
理
解
さ
れ
続
け
て
い
る

1
。

　

こ
の
両
極
を
架
橋
す
る
最
も
重
要
な
接
点
は
、
何
よ
り
も
ベ
ン
ヤ
ミ
ン

の
「
弁
証
法
的
唯
物
論
」
と
「
メ
シ
ア
ニ
ズ
ム
」
の
そ
れ
ぞ
れ
が
も
つ
構

造
性
の
う
ち
に
あ
る
。
こ
れ
ら
は
と
も
に
、
ユ
ー
ト
ピ
ア
か
ら
の
離
反

の
状
態
を
現
状
の
う
ち
に
見
て
取
り
、
そ
こ
か
ら
の
「
救
済
＝
解
放
」
を

想
定
す
る
と
い
う
思
考
の
枠
組
み
を
も
つ
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か

し
、
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
思
考
を
そ
の
よ
う
に
読
む
場
合
、
救
済
＝
解
放
さ
れ

歴
史
の
天
使
が
現
れ
る
世
界

―
あ
る
い
は
、
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
メ
シ
ア
ニ
ズ
ム
に
お
け
る
二
つ
の
時
間
構
造
に
つ
い
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

山
口
裕
之

　

た
状
態
は
あ
る
時
間
的
流
れ
の
先
に
達
成
さ
れ
る
と
想
定
さ
れ
て
い
る

よ
う
に
見
え
る
。
つ
ま
り
、
ユ
ー
ト
ピ
ア
か
ら
そ
の
離
反
を
経
て
新
た
な

理
想
的
到
達
点
へ
と
い
た
る
と
い
う
展
開
に
お
い
て
、「
救
済
」
は
そ
の

最
終
段
階
に
置
か
れ
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
例
え
ば
、
複
製
技
術
論
で
と

り
あ
げ
ら
れ
る
よ
う
な
メ
デ
ィ
ア
の
展
開
は
実
際
に
時
間
軸
の
上
で
進

行
し
て
い
く
も
の
で
あ
る
以
上
、
救
済
は
そ
う
い
っ
た
展
開
が
た
ど
る
ク

ロ
ノ
ロ
ジ
カ
ル
な
時
間
的
経
緯
の
最
終
地
点
に
待
ち
望
ま
れ
て
い
る
も

の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　

し
か
し
、
わ
れ
わ
れ
は
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
思
考
の
う
ち
に
、
そ
れ
と
は
異

な
る
も
う
一
つ
の
救
済
に
関
わ
る
時
間
の
概
念
を
知
っ
て
い
る
。
そ
れ
は

「
真
の
イ
メ
ー
ジ
」
が
閃
光
の
よ
う
に
ひ
ら
め
き
、
さ
っ
と
か
す
め
過
ぎ

て
ゆ
く
瞬
間
、「
歴
史
の
概
念
に
つ
い
て
」
の
な
か
で
「
い
ま
こ
の
と
き

( Jetztzeit)

」
と
い
う
特
別
な
言
葉
で
言
い
表
さ
れ
て
い
る
あ
の
メ
シ
ア
的

な
時
間
で
あ
る
。
こ
の
「
い
ま
こ
の
と
き
」
は
、
線
状
的
に
イ
メ
ー
ジ
さ

れ
る
時
間
、
つ
ま
り
わ
れ
わ
れ
の
世
界
の
う
ち
で
一
般
的
に
想
定
さ
れ
て

い
る
「
均
質
で
空
虚
な
時
間
」
の
流
れ
の
な
か
の
ご
く
短
い
時
間
を
表
す

も
の
で
は
な
い
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
「
均
質
で
空
虚
な
時
間
」

の
一
部
を
占
め
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。
ド
イ
ツ
語
そ
の
も
の
と
し
て
日
常

的
に
普
通
使
わ
れ
る
こ
と
の
な
い
き
わ
め
て
特
殊
な
言
葉Jetztzeit

は
、

線
状
的
に
流
れ
る
も
の
と
し
て
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
る
時
間
の
な
か
に
、
言
葉
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そ
の
も
の
と
し
て
も
ま
っ
た
く
異
質
な
瞬
間
と
し
て
切
り
込
ん
で
い
る
。

　

そ
の
「
瞬
間
」
は
、
歴
史
哲
学
テ
ー
ゼ
を
は
じ
め
と
し
て
さ
ま
ざ
ま
な

テ
ク
ス
ト
の
な
か
で
、
い
わ
ば
時
間
が
凝
固
し
た
も
の
、
時
間
が
停
止
し

た
も
の
と
し
て
、
多
彩
な
表
現
を
と
っ
て
現
れ
て
い
る
。「
出
来
事
の
メ

シ
ア
的
静
止
」（「
歴
史
の
概
念
に
つ
い
て
」
第
一
七
テ
ー
ゼ
）
で
あ
り
「
メ

シ
ア
的
時
間
の
破
片
」（
同
、補
遺
A
）
で
あ
る
「
い
ま
こ
の
と
き
」
が
、「
救

済
」
と
い
う
神
学
的
連
関
と
結
び
つ
く
も
の
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も

な
い
。「
時
間
の
う
ち
の
一
秒
一
秒
が
、
メ
シ
ア
が
そ
こ
を
通
っ
て
や
っ

て
く
る
か
も
し
れ
な
い
小
さ
な
門
」（
同
、
補
遺
B
）
で
あ
る
と
い
わ
れ
る

と
き
も
、
そ
の
「
一
秒
一
秒 ( jede Sekunde)

」
と
は
、
わ
れ
わ
れ
の
世
界

の
通
常
の
時
間
の
流
れ
の
な
か
に
含
ま
れ
る
一
秒
で
あ
る
と
い
う
よ
り

も
、
そ
の
時
間
の
流
れ
の
な
か
の
ど
の
時
点
に
で
も
入
り
込
む
可
能
性
の

あ
る
異
質
な
瞬
間
と
し
て
の
「
メ
シ
ア
的
時
間
」
で
あ
る
。

　

そ
の
よ
う
な
時
間
の
停
止
の
イ
メ
ー
ジ
を
と
も
な
う
メ
シ
ア
的
時
間

は
、
ま
た
歴
史
哲
学
テ
ー
ゼ
の
な
か
で
「
引
用
」
と
い
う
概
念
の
か
た
ち

を
と
っ
て
現
れ
て
い
る
。
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は
第
一
四
テ
ー
ゼ
の
な
か
で
、
古

代
ロ
ー
マ
を
引
用
す
る
フ
ラ
ン
ス
革
命
期
の
ロ
ベ
ス
ピ
エ
ー
ル
に
つ
い

て
言
及
し
て
い
る
。
ロ
ベ
ス
ピ
エ
ー
ル
が
古
代
ロ
ー
マ
を
引
用
す
る
こ
と

は
、
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
に
と
っ
て
「
均
質
で
空
虚
な
時
間
」
の
な
か
に
出
来
事

の
連
鎖
を
並
べ
る
こ
と
で
は
な
く
、「
い
ま
こ
の
と
き
」
に
よ
っ
て
満
た

さ
れ
た
時
間
を
構
成
す
る
作
業
で
あ
る
。
こ
こ
で
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
が
描
き
出

し
て
い
る
イ
メ
ー
ジ
は
、
理
念
の
構
造
性
に
し
た
が
っ
て
わ
れ
わ
れ
の

こ
の
世
界
の
な
か
の
現
象
を
特
定
の
「
布
置
」
へ
も
た
ら
す
と
い
う
『
ド

イ
ツ
悲
劇
の
根
源
』
の
ア
レ
ゴ
リ
ー
的
思
考
と
、
そ
れ
を
引
き
継
い
で
い

る
ク
ラ
ウ
ス
論
の
「
引
用
」
の
概
念
に
直
接
関
わ
っ
て
い
る

2
。
ロ
ベ
ス

ピ
エ
ー
ル
が
「
そ
の
よ
う
な
過
去
を
歴
史
の
連
続
性
か
ら
打
ち
壊
し
て
取

り
出
し
た
」
と
い
う
と
き
、
こ
の
テ
ー
ゼ
の
冒
頭
に
カ
ー
ル
・
ク
ラ
ウ
ス

の
「
根
源
が
到
達
点
で
あ
る
」
と
い
う
言
葉
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、

そ
の
「
破
壊
」
の
行
為
は
、
ク
ラ
ウ
ス
論
で
の
「
引
用
」
と
い
う
コ
ン
テ

ク
ス
ト
で
理
解
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
そ
の
引
用
の
対
象
と
な

る
も
の
、
構
成
の
対
象
と
な
る
も
の
は
、
任
意
の
も
の
で
は
な
い
。
も
と

も
と
理
念
的
な
も
の
ユ
ー
ト
ピ
ア
的
な
も
の
の
う
ち
に
含
ま
れ
て
い
た

が
ゆ
え
に
、
こ
の
世
界
に
お
い
て
も
「
根
源
」
の
徴
を
も
つ
も
の
、
こ
の

世
界
の
な
か
で
「
ア
レ
ゴ
リ
ー
」
と
し
て
存
在
す
る
も
の
が
本
来
、
引
用

の
対
象
と
な
る
は
ず
の
も
の
で
あ
る
。
ア
レ
ゴ
リ
ー
は
こ
の
罪
の
連
関
に

と
ら
わ
れ
た
世
界
の
な
か
で
、
時
間
性
が
空
間
化
さ
れ
た
も
の
、
時
間
の

流
れ
と
し
て
の
「
歴
史
」
が
「
自
然
」
と
い
う
空
間
に
凝
固
し
た
「
自
然

史( N
aturgeschichte)

」
と
し
て
存
在
す
る
。「
い
ま
こ
の
と
き
」
に
充
た

さ
れ
た
ロ
ー
マ
時
代
を
引
用
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
時
間
性
が
空
間
化
し

た
ア
レ
ゴ
リ
ー
像
を
も
と
の
連
関
か
ら
「
引
用
」
し
て
破
壊
的
に
取
り
出

す
こ
と
、
そ
し
て
そ
れ
を
あ
ら
た
な
「
到
達
点
」
と
し
て
の
「
根
源
」
へ

と
も
た
ら
す
こ
と
で
あ
る
。
こ
う
い
っ
た
コ
ン
テ
ク
ス
ト
か
ら
考
え
る
と

き
、「
引
用
」
も
ま
た
時
間
の
停
止
の
連
関
の
う
ち
に
あ
る
。

２　

歴
史
概
念
の
神
学
性

　

ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
歴
史
哲
学
テ
ー
ゼ
は
、
一
方
で
、
わ
れ
わ
れ
が
通
常
考

え
て
い
る
よ
う
な
、
こ
の
世
界
の
な
か
の
で
き
ご
と
の
連
鎖
と
し
て
描
き

出
さ
れ
る
も
の
と
し
て
の
歴
史
を
想
定
す
る
と
と
も
に
、
他
方
で
は
、
神

の
世
界
へ
の
救
済
を
待
つ
状
態
と
し
て
の
、
時
間
に
規
定
さ
れ
た
人
間
の

世
界
と
い
う
神
学
的
な
意
味
で
の
歴
史
に
焦
点
が
当
て
ら
れ
て
い
る
。
ベ
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ン
ヤ
ミ
ン
の
時
間
論
の
テ
ク
ス
ト
で
も
あ
る
こ
の
「
歴
史
の
概
念
に
つ
い

て
」
を
読
む
と
き
に
お
そ
ら
く
最
も
大
き
な
躓
き
と
な
る
の
は
、
ベ
ン
ヤ

ミ
ン
が
「
歴
史
」
と
い
う
と
き
の
こ
れ
ら
二
重
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
の
う
ち
、

世
俗
化
さ
れ
た
世
界
に
住
む
わ
れ
わ
れ
が
神
学
的
コ
ン
テ
ク
ス
ト
を
も

は
や
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
て
い
る
、
あ
る
い
は
読
み
取
ろ
う

と
し
な
く
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
も
ち
ろ
ん
、

だ
か
ら
こ
そ
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は
歴
史
哲
学
テ
ー
ゼ
の
冒
頭
で
「
今
日
で
は
周

知
の
よ
う
に
小
さ
く
て
醜
く
、
そ
う
で
な
く
と
も
人
目
に
姿
を
さ
ら
す
こ

と
の
で
き
な
い
神
学
」
に
つ
い
て
語
る
必
要
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か

し
、
ま
さ
に
こ
の
冒
頭
の
テ
ー
ゼ
に
象
徴
さ
れ
る
史
的
唯
物
論
と
メ
シ
ア

ニ
ズ
ム
の
対
立
関
係
が
、
ブ
レ
ヒ
ト
と
シ
ョ
ー
レ
ム
の
対
照
的
な
理
解
の

仕
方
を
引
き
継
ぐ
か
た
ち
で
、
と
り
わ
け
一
九
七
〇
年
代
の
ベ
ン
ヤ
ミ
ン

受
容
の
プ
ロ
セ
ス
で
展
開
さ
れ
て
い
っ
た

3
。
今
日
こ
の
テ
ク
ス
ト
を
読

む
も
の
は
、
神
学
に
つ
い
て
は
言
う
ま
で
も
な
く
、
史
的
唯
物
論
を
め
ぐ

る
論
議
そ
の
も
の
に
も
も
は
や
ア
ク
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
ー
を
求
め
る
こ
と

は
お
そ
ら
く
な
い
。
歴
史
哲
学
テ
ー
ゼ
に
せ
よ
、他
の
テ
ク
ス
ト
に
せ
よ
、

ベ
ン
ヤ
ミ
ン
が
世
界
を
捉
え
る
そ
の
ま
な
ざ
し
の
あ
り
方
や
思
考
の
方

法
は
、
し
ば
し
ば
現
代
の
わ
れ
わ
れ
の
世
界
の
思
想
や
政
治
的
・
歴
史
的

状
況
の
「
ア
ク
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
ー
」
の
た
め
に
動
員
さ
れ
る
。
確
か
に
ベ

ン
ヤ
ミ
ン
自
身
、
そ
の
時
々
の
危
機
的
な
歴
史
的
状
況
の
な
か
で
思
考
を

展
開
し
て
き
た
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
意
味
で
の
現
実
の
歴
史
の
み
を

問
題
に
す
る
と
す
れ
ば
、
歴
史
哲
学
テ
ー
ゼ
の
な
か
で
は
顕
在
的
に
現
れ

て
い
る
は
ず
の
も
う
一
つ
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
、
つ
ま
り
神
学
的
な
意
味
で

の
「
歴
史
」
を
と
ら
え
る
こ
と
は
で
き
な
く
な
っ
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。
あ

る
い
は
、
そ
の
よ
う
な
「
歴
史
」
は
あ
る
種
の
メ
タ
フ
ァ
ー
と
し
て
、
現

実
的
な
歴
史
と
わ
れ
わ
れ
が
考
え
て
い
る
も
の
を
捉
え
る
視
点
か
ら
排

除
さ
れ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
。「
歴
史
の
天
使
」
に
つ
い
て
語
ら
れ
る

テ
ー
ゼ
九
、そ
し
て
、そ
れ
と
緊
密
に
呼
応
す
る
「
神
学
的
・
政
治
的
断
章
」

は
、
そ
う
い
っ
た
神
学
的
な
コ
ン
テ
ク
ス
ト
が
強
力
に
現
れ
て
い
る
テ
ー

ゼ
で
あ
る
。

「
新ア

ン
ゲ
ル
ス
・
ノ
ー
ヴ
ス

し
い
天
使
」
と
題
さ
れ
た
ク
レ
ー
の
絵
が
あ
る
。
そ
こ
に
は
一
人
の

天
使
が
描
か
れ
て
お
り
、
そ
の
天
使
は
、
彼
が
じ
っ
と
見
つ
め
て
い
る
も

の
か
ら
、
今
ま
さ
に
遠
ざ
か
ろ
う
と
し
て
い
る
か
の
よ
う
に
見
え
る
。
彼

の
目
は
大
き
く
見
開
か
れ
て
お
り
、
口
は
ひ
ら
い
て
、
翼
は
ひ
ろ
げ
ら
れ

て
い
る
。
歴
史
の
天
使
は
こ
の
よ
う
に
見
え
る
に
ち
が
い
な
い
。
彼
は
そ

の
顔
を
過
去
に
向
け
て
い
る
。
わ
れ
わ
れ
に
は

0

0

0

0

0

0

出
来
事
の
連
鎖
と
見
え
る

と
こ
ろ
に
、
彼
は
0

0

た
だ
一
つ
の
破

カ
タ
ス
ト
ロ
フ
ィ
ー

局
を
見
る
。
そ
の
破
局
は
、
次
か
ら

次
へ
と
絶
え
間
な
く
瓦
礫
を
積
み
重
ね
、
そ
れ
ら
の
瓦
礫
を
彼
の
足
元
に

投
げ
る
。
彼
は
お
そ
ら
く
そ
こ
に
し
ば
し
と
ど
ま
り
、
死
者
を
呼
び
覚
ま

し
、
打
ち
砕
か
れ
た
も
の
を
つ
な
ぎ
合
わ
せ
た
い
と
思
っ
て
い
る
の
だ
ろ

う
。
し
か
し
、
嵐
が
楽パ

ラ
ダ
イ
ス園

の
ほ
う
か
ら
吹
き
つ
け
、
そ
れ
が
彼
の
翼
に
か

ら
ま
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
あ
ま
り
の
強
さ
に
、
天
使
は
も
は
や
翼

を
閉
じ
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
こ
の
嵐
は
天
使
を
、
彼
が
背
中
を
向
け
て

い
る
未
来
の
ほ
う
へ
と
、
と
ど
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
ま
ま
に
押
し
や
っ

て
し
ま
う
。
そ
の
あ
い
だ
に
も
、
天
使
の
前
の
瓦
礫
の
山
は
天
に
届
く
ば

か
り
に
大
き
く
な
っ
て
い
る
。
わ
れ
わ
れ
が
進
歩
と
呼
ん
で
い
る
も
の
は
、

こ
の
0

0

嵐
な
の
で
あ
る
。

4

　

こ
の
テ
ー
ゼ
で
語
ら
れ
て
い
る
瓦
礫
の
風
景
は
、
場
合
に
よ
っ
て
は
、

ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
時
代
の
第
二
次
世
界
大
戦
に
お
け
る
破
局
の
風
景
と
重

ね
合
わ
さ
れ
、
そ
う
い
っ
た
特
定
の
歴
史
状
況
の
メ
タ
フ
ァ
ー
と
し
て
感
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じ
と
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
瓦
礫
の
風
景

は
人
間
の
歴
史
の
す
べ
て
の
時
点
に
当
て
は
ま
る
。
人
間
に
と
っ
て
「
出

来
事
の
連
鎖
」
で
あ
る
も
の
、
そ
れ
は
こ
の
人
間
の
世
界
に
お
い
て
、
し

ば
し
ば
「
進
歩
」
と
い
う
肯
定
的
な
コ
ン
テ
ク
ス
ト
で
「
歴
史
」
と
し
て

語
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
同
じ
も
の
が
歴
史
の
天
使
に
と
っ
て
「
破

局
」
と
し
て
現
れ
る
と
き
、
そ
れ
も
ま
た
「
歴
史
」
で
あ
る
。
た
だ
し
、

そ
の
歴
史
と
は
、
神
学
的
な
視
点
で
と
ら
え
る
な
ら
ば
、
人
間
が
自
ら
時

間
の
流
れ
の
な
か
に
あ
り
な
が
ら
と
ら
え
、
意
味
を
与
え
よ
う
と
し
て
い

る
歴
史
で
は
な
く
、「
歴
史
」
の
外
部
（
天
使
の
ま
な
ざ
し
）
か
ら
と
ら
え

ら
れ
て
い
る
総
体
と
し
て
の
、
そ
の
意
味
で
「
た
だ
一
つ
の
」
歴
史
で
あ

る
。
歴
史
の
た
だ
な
か
に
あ
る
人
間
の
ま
な
ざ
し
と
、
歴
史
の
時
間
性
と

は
異
質
な
秩
序
か
ら
「
歴
史
」
の
世
界
を
見
る
天
使
の
ま
な
ざ
し
が
完
全

に
異
な
る
次
元
に
属
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
テ
ク
ス
ト
か
ら
読
み
取

る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
そ
れ
で
も
、
自
ら
歴
史
の
な
か
に
身
を
お
く

人
間
の
読
者
は
、
こ
の
歴
史
の
世
界
の
な
か
で
瓦
礫
を
積
み
上
げ
よ
う
と

す
る
天
使
の
姿
を
、
往
々
に
し
て
人
間
の
歴
史
の
世
界
の
視
点
か
ら
見
て

し
ま
う
。

　

人
間
の
世
界
の
出
来
事
の
流
れ
と
し
て
の
歴
史
を
、
歴
史
の
外
部
か
ら

と
ら
え
よ
う
と
す
る
神
学
的
な
ま
な
ざ
し
は
、
一
九
一
四
年
（
つ
ま
り
、

の
ち
に
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
に
対
し
て
ユ
ダ
ヤ
神
学
的
な
影
響
を
与
え
る
シ
ョ
ー
レ
ム

と
出
会
う
前
年
）
に
書
か
れ
た
テ
ク
ス
ト
「
学
生
の
生
活
」
の
冒
頭
で
す

で
に
姿
を
現
し
て
い
る
。
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は
こ
こ
で
「
時
間
の
無
限
性
に
信

頼
を
置
く
」
歴
史
観
を
否
定
し
、「
完
全
性
と
い
う
内
在
的
状
態
を
純
粋

に
絶
対
的
な
状
態
へ
と
形
成
し
、
こ
の
状
態
を
現
在
に
お
い
て
可
視
的
で

支
配
的
な
も
の
と
す
る
こ
と
が
歴
史
の
課
題
で
あ
る
」

5
と
述
べ
て
い
る
。

こ
こ
に
は
む
し
ろ
初
期
ロ
マ
ン
主
義
的
な
思
考
も
強
く
現
れ
て
い
る
が
、

こ
れ
は
実
際
に
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
神
学
的
思
考
と
融
合
し
て
ゆ
く
要
素
で

あ
る
。「
こ
の
状
態
は
、
メ
シ
ア
の
王
国
、
あ
る
い
は
フ
ラ
ン
ス
革
命
の

理
念
の
よ
う
に
、
形
而
上
学
的
構
造
に
お
い
て
の
み
理
解
す
る
こ
と
が
で

き
る
。」

6    

こ
の
最
初
期
の
テ
ク
ス
ト
の
う
ち
に
現
れ
て
い
る
歴
史
認
識
、

神
学
的
枠
組
み
を
持
つ
思
考
は
、『
パ
サ
ー
ジ
ュ
論
』
や
歴
史
哲
学
テ
ー

ゼ
の
歴
史
概
念
に
至
る
ま
で
、
基
本
的
に
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
な
か
で
保
持
さ

れ
て
い
る
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う

7
。

　

た
だ
し
そ
れ
は
、
こ
の
人
間
の
歴
史
を
「
救
済
史
」
と
し
て
と
ら
え
る

神
学
的
思
考
と
共
通
す
る
ま
な
ざ
し
の
構
造
を
持
つ
も
の
で
あ
り
な
が

ら
、
救
済
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
も
の
は
、
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
テ
ク
ス
ト

の
な
か
で
は
救
済
の
喜
び
や
期
待
で
は
な
く
、
し
ば
し
ば
暗
鬱
な
色
彩
を

と
も
な
っ
て
現
れ
る
。
一
九
二
〇
年
か
ら
二
一
年
に
書
か
れ
た
と
考
え
ら

れ
て
い
る
「
神
学
的
・
政
治
的
断
章
」
は

8
、
そ
の
よ
う
な
特
徴
を
最
も

明
確
に
帯
び
た
、
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
神
学
的
思
考
の
中
心
に
座
す
テ
ク
ス
ト

で
あ
る
。
こ
こ
で
は
「
メ
シ
ア
的
な
も
の
」
と
「
歴
史
的
な
も
の
」、
あ

る
い
は
「
メ
シ
ア
の
国
」
と
「
世
俗
的
な
も
の
の
秩
序
」
と
い
う
二
つ
の

異
質
な
領
域
が
明
確
に
対
置
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
位
置
づ
け
ら

れ
る
と
き
、「
歴
史
的
な
も
の
」
の
世
界
と
は
「
世
俗
的
な
も
の
の
秩
序
」

の
支
配
す
る
場
で
あ
る
と
と
も
に
、
あ
く
ま
で
も
「
メ
シ
ア
的
な
も
の
」

の
視
点
か
ら
と
ら
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
が
「
歴
史
」
に

つ
い
て
語
る
と
き
、
そ
こ
に
は
つ
ね
に
神
学
的
な
ま
な
ざ
し
が
組
み
込
ま

れ
て
い
る

9
。
こ
の
二
つ
の
異
な
る
秩
序
に
お
い
て
、
人
間
の
世
界
の
う

ち
に
あ
る「
歴
史
的
な
も
の
」、そ
し
て「
世
俗
的
な
も
の
の
秩
序
」に
と
っ

て
最
も
大
切
な
「
幸
福
」
が
そ
れ
ぞ
れ
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
か

が
、
こ
の
テ
ク
ス
ト
の
焦
点
の
一
つ
と
な
っ
て
い
る
。
人
間
の
「
世
俗
的

な
も
の
の
秩
序
」
か
ら
見
る
と
き
、「
歴
史
的
な
も
の
」
の
な
か
で
追
い
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求
め
ら
れ
て
い
る
も
の
は
「
幸
福
」
で
あ
る
。
し
か
し
、「
メ
シ
ア
の
国
」

の
ま
な
ざ
し
に
と
っ
て
、
人
間
の
歴
史
の
世
界
に
お
け
る
そ
の
同
じ
「
幸

福
」
は
、「
自
ら
の
没
落
」
と
し
て
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。「
な
ぜ
な
ら

ば
、
あ
ら
ゆ
る
地
上
的
な
も
の
が
幸
福
の
な
か
で
追
い
求
め
る
も
の
は
自

ら
の
没
落
な
の
だ
が
、
地
上
的
な
も
の
は
、
た
だ
幸
福
に
お
い
て
の
み
没

落
を
見
出
す
こ
と
に
な
る
と
定
め
ら
れ
て
い
る
か
ら
だ
。」

10 

こ
の
言
葉

が
混
乱
を
招
く
の
は
、
こ
こ
で
は
人
間
の
価
値
と
メ
シ
ア
の
視
点
が
一
つ

の
文
の
中
で
混
在
し
て
い
る
か
ら
だ
ろ
う
。
人
間
の
視
点
、
つ
ま
り
「
世

俗
的
な
も
の
の
秩
序
」
か
ら
す
れ
ば
、「
地
上
的
な
も
の
」
が
幸
福
の
中

で
没
落
を
追
い
求
め
る
こ
と
は
な
い
。
そ
の
よ
う
に
「
地
上
的
な
も
の
」

の
営
み
を
と
ら
え
る
の
は
メ
シ
ア
の
ま
な
ざ
し
で
あ
る
。

　

ベ
ン
ヤ
ミ
ン
に
と
っ
て
「
メ
シ
ア
の
国
」
と
い
わ
れ
て
い
る
も
の
は
、

彼
が
「
矢
印
の
方
向
」
の
比
喩
に
よ
っ
て
言
い
表
し
て
い
る
よ
う
に
、
人

間
の
こ
の
歴
史
の
世
界
の
秩
序
が
追
い
求
め
る
も
の
と
は
完
全
に
異
な

る
も
の
を
目
指
し
て
い
る
。「
あ
る
矢
印
の
方
向
が
、
世
俗
的
な
も
の
の

可デ

ュ

ナ

ミ

ス

能
態
が
力
を
及
ぼ
す
到
達
点
を
あ
ら
わ
し
、
も
う
一
つ
の
矢
印
の
方
向

が
メ
シ
ア
的
な
力
の
凝
集
す
る
方
向
を
あ
ら
わ
す
と
す
れ
ば
、
自
由
な
人

類
の
幸
福
追
求
は
も
ち
ろ
ん
、
あ
の
メ
シ
ア
的
な
力
の
方
向
か
ら
外
れ
て

進
ん
で
い
く
。
し
か
し
、
あ
る
力
が
自
分
自
身
の
進
む
方
向
に
よ
っ
て
、

反
対
の
方
向
に
向
か
う
別
の
力
を
強
め
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
、
世
俗

的
な
も
の
の
秩
序
も
ま
た
、
メ
シ
ア
の
国
の
到
来
を
促
進
す
る
こ
と
が
で

き
る
。」

11   「
世
俗
的
な
も
の
の
秩
序
」、
つ
ま
り
人
間
の
一
般
的
な
思
考

は
、
メ
シ
ア
に
よ
る
救
済
を
、
人
間
が
「
幸
福
」
だ
と
考
え
て
い
る
も
の

の
延
長
上
に
と
ら
え
て
い
る
（
こ
れ
は
も
ち
ろ
ん
、
例
え
ば
キ
リ
ス
ト
教
に

お
い
て
、
現
世
の
価
値
と
神
の
国
の
価
値
が
異
な
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
こ
と

と
は
別
の
話
で
あ
る
）。
わ
れ
わ
れ
は
お
そ
ら
く
、
あ
ま
り
に
も
「
歴
史
的

な
も
の
」
の
な
か
で
「
歴
史
的
な
も
の
」
を
見
る
こ
と
だ
け
に
と
ら
わ
れ
、

そ
こ
で
の
「
幸
福
」
を
追
い
求
め
る
「
世
俗
的
な
も
の
の
秩
序
」
が
自
明

な
も
の
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
た
め
に
、
あ
る
い
は
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
メ
シ

ア
ニ
ズ
ム
的
思
考
を
単
な
る
メ
タ
フ
ァ
ー
と
し
て
い
わ
ば
無
害
化
し
よ

う
と
す
る
た
め
に
、
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
が
語
る
意
味
で
の
メ
シ
ア
的
な
も
の
の

ま
な
ざ
し
に
よ
る
「
歴
史
」
の
像
を
な
か
な
か
受
け
止
め
る
こ
と
が
で
き

な
い
。

　

歴
史
の
天
使
に
つ
い
て
語
ら
れ
る
歴
史
哲
学
テ
ー
ゼ
九
が
描
き
出
し

て
い
る
の
も
ま
た
、
こ
の
二
つ
の
異
質
な
秩
序
で
あ
る
。
幸
福
を
追
い
求

め
て
突
き
進
む
「
進
歩
」
は
、「
メ
シ
ア
の
国
」
に
あ
る
天
使
の
視
点
か

ら
す
れ
ば
、
瓦
礫
を
積
み
上
げ
る
行
為
、「
破
局
」
で
し
か
な
い
。
そ
し

て
ま
た
反
対
に
、メ
シ
ア
に
よ
る
「
救
済
」
も
、「
世
俗
的
な
も
の
の
秩
序
」

に
と
っ
て
は
お
そ
ら
く
「
幸
福
」
の
反
対
物
と
し
て
理
解
さ
れ
る
も
の
と

な
る
だ
ろ
う
。「
神
学
的
・
政
治
的
断
章
」
の
末
尾
近
く
で
述
べ
ら
れ
て

い
る
よ
う
に
、
そ
れ
は
「
自
然
」
が
滅
ん
で
ゆ
く
こ
と
で
も
あ
る
の
だ
か

ら
。

３　

メ
シ
ア
的
時
間
と
歴
史
的
時
間

　

そ
れ
で
は
そ
の
「
救
済
」
は
、
い
つ
ど
の
よ
う
な
か
た
ち
で
現
れ
る
こ

と
に
な
る
の
だ
ろ
う
か
。
言
い
換
え
れ
ば
、「
メ
シ
ア
的
時
間
」
は
わ
れ

わ
れ
の
世
界
の
「
歴
史
的
時
間
」
と
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
る
の
だ
ろ
う

か
。
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は
す
で
に
青
年
期
か
ら
神
学
に
依
拠
す
る
思
考
の
枠
組

み
を
形
成
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
最
後
の
「
歴
史
の
概
念
に
つ
い
て
」
に

い
た
る
ま
で
そ
れ
を
完
全
に
保
持
し
て
い
る

12
。
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
神
学
的
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思
考
は
、
一
九
二
〇
年
代
の
後
半
以
降
マ
ル
ク
ス
主
義
に
深
く
取
り
組
ん

で
ゆ
く
際
に
、
史
的
唯
物
論
の
枠
組
み
と
融
合
し
て
ゆ
く
。
そ
れ
は
し

ば
し
ば
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
神
学
的
思
考
の
「
世
俗
化
」
し
た
か
た
ち
で

あ
る
と
と
も
に

13
、
史
的
唯
物
論
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
下
に
身
を
隠
す
た
め

に
「
反
転
し
た
」
姿
、
あ
る
い
は
「
歪
め
ら
れ
た
」
思
考
像
と
い
う
姿
を

と
る
こ
と
に
な
る

14
。
一
九
三
一
年
に
発
表
さ
れ
た
「
カ
ー
ル
・
ク
ラ
ウ

ス
」
は
、
そ
う
い
っ
た
融
合
の
プ
ロ
セ
ス
の
な
か
で
、
こ
の
エ
ッ
セ
イ
の

三
部
構
成
そ
の
も
の
に
よ
っ
て
弁
証
法
的
唯
物
論
の
図
式
が
神
学
的
思

考
と
か
な
り
の
程
度
明
示
的
に
重
ね
合
わ
さ
れ
た
、
そ
の
意
味
で
例
外
的

で
も
あ
る
が
、
一
つ
の
分
水
嶺
と
い
え
る
ド
キ
ュ
メ
ン
ト
で
あ
る
。
こ
の

よ
う
な
融
合
が
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
に
お
い
て
可
能
で
あ
っ
た
一
つ
の
大
き
な

理
由
は
、
例
え
ば
す
で
に
最
初
期
の
「
学
生
の
生
活
」
の
冒
頭
で
も
見
て

取
れ
る
よ
う
に
、
彼
が
神
学
的
思
考
を
き
わ
め
て
構
造
的
な
仕
方
で
と
ら

え
て
い
た
こ
と
に
ま
ず
求
め
る
こ
と
が
で
き
だ
ろ
う
。
そ
の
際
、
ベ
ン
ヤ

ミ
ン
の
思
考
に
お
い
て
神
学
的
特
質
が
史
的
唯
物
論
と
融
合
し
て
以
降
、

そ
の
弁
証
法
的
展
開
が
歴
史
の
な
か
で
た
ど
る
時
間
性
の
た
め
に
、「
救

済
」
が
時
間
軸
の
な
か
で
進
行
し
て
い
く
と
い
う
外
観
が
ほ
ぼ
必
然
的
に

生
じ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。

　

マ
ル
ク
ス
主
義
と
取
り
組
む
以
前
の
「
秘
教
的
」
傾
向
を
強
く
示
し
て

い
た
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
に
つ
い
て
も
、
例
え
ば
初
期
の
言
語
論
や
翻
訳
論
の
な

か
で
彼
が
言
語
の
堕
罪
と
救
済
を
示
そ
う
と
す
る
と
き
、
そ
の
モ
デ
ル
は

あ
る
程
度
、
時
間
的
契
機
を
含
む
展
開
と
い
う
か
た
ち
を
と
ら
ざ
る
を
え

な
い
。
し
か
し
、
救
済
さ
れ
た
（
あ
る
い
は
ユ
ー
ト
ピ
ア
の
う
ち
に
あ
る
）

言
語
と
し
て
思
い
描
か
れ
る
「
神
の
言
葉
」
や
「
純
粋
言
語
」
は
、
あ
る

現
実
的
な
到
達
点
と
い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
一
つ
の
理
念
的
な
思
考
モ
デ

ル
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
史
的
唯
物
論
の
展
開
の
構
図

で
は
、
き
わ
め
て
単
純
に
図
式
化
す
る
な
ら
ば
、「
救
済
」
の
段
階
は
あ

る
特
定
の
現
実
の
形
態
を
と
る
か
の
よ
う
に
描
か
れ
る
こ
と
に
な
る
だ

ろ
う
。
そ
れ
は
例
え
ば
「
無
階
級
社
会
」
で
あ
り
、
あ
る
い
は
「
技
術
的

複
製
可
能
性
」
が
達
成
さ
れ
た
メ
デ
ィ
ア
と
し
て
の
「
映
画
」
で
あ
る
。

あ
る
い
は
ま
た
、
理
想
的
に
は
「
引
用
」
が
言
葉
の
救
済
の
場
と
な
る
は

ず
の
「
新
聞
」
で
あ
る
。
こ
う
い
っ
た
構
図
は
、
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
が
神
学
的

思
考
を
潜
ま
せ
つ
つ
弁
証
法
的
唯
物
論
を
展
開
し
て
き
た
枠
組
み
そ
の

も
の
で
あ
る
こ
と
に
間
違
い
は
な
い
。
し
か
し
、
時
系
列
的
な
展
開
を
と

も
な
う
こ
れ
ら
の
具
体
的
形
態
を
救
済
の
到
達
点
に
据
え
る
と
す
れ
ば
、

そ
れ
は
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
理
論
に
と
っ
て
の
ア
ポ
リ
ア
と
も
な
る
。
シ
ョ
ー

レ
ム
の
日
記
に
よ
れ
ば
、
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は
す
で
に
一
九
一
七
年
の
時
点

で
「
メ
シ
ア
の
国
は
つ
ね
に
そ
こ
に
あ
る
」
と
い
う
言
葉
を
口
に
し
て
い

る
15

。
ユ
ダ
ヤ
教
に
お
い
て
も
キ
リ
ス
ト
教
に
お
い
て
も
、
神
学
に
と
っ

て
最
も
根
本
的
な
こ
の
問
題
は
、
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
身
を
隠
し
た
神
学
の
な

か
で
つ
ね
に
保
た
れ
続
け
て
き
た
も
の
だ
っ
た
。
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
に
お
い
て

「
救
済
」
と
呼
ば
れ
る
メ
シ
ア
的
時
間
が
、
こ
の
歴
史
の
時
間
と
ど
の
よ

う
に
関
わ
っ
て
い
る
か
を
、
ス
テ
フ
ァ
ヌ
・
モ
ー
ゼ
ス
は
次
の
よ
う
に
端

的
に
要
約
し
て
い
る
。「
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
が
〈
救
済
〉
と
い
う
名
で
呼
ん
で

い
る
の
は
、
歴
史
的
時
間
性
の
こ
の
断
絶
で
あ
り
、
予
見
不
能
な
も
の
の

こ
の
湧
出
で
あ
る
。
と
は
い
え
、〈
救
済
〉
は
時
間
の
終
末
の
ど
こ
か
に

位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
逆
に
時
間
の
各
瞬
間
、
そ
れ
も
絶

対
に
特
異
な
も
の
と
し
て
把
握
さ
れ
た
各
瞬
間
が
世
界
の
新
た
な
状
態

を
現
出
さ
せ
る
限
り
、〈
救
済
〉
は
ど
の
瞬
間
に
も
到
来
す
る
（
も
し
く

は
到
来
し
う
る
）。」

16 
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４　

ア
ガ
ン
ベ
ン
の
『
残
り
の
時
』

　

メ
シ
ア
的
時
間
に
つ
い
て
の
こ
の
縮
約
さ
れ
た
表
現
は
、
ア
ガ
ン
ベ
ン

が
『
残
り
の
時
』
の
な
か
で
描
き
出
し
て
い
る
メ
シ
ア
的
時
間
の
構
造

を
た
ど
っ
て
ゆ
く
と
き
、
さ
ら
に
明
確
な
も
の
と
な
っ
て
浮
か
び
上
が

る 

17
。
ア
ガ
ン
ベ
ン
は
こ
の
著
作
（
講
義
録
）
の
な
か
で
、パ
ウ
ロ
書
簡
（
お

も
に
「
ロ
ー
マ
人
へ
の
手
紙
」）
に
お
け
る
メ
シ
ア
ニ
ズ
ム
を
分
析
し
、
そ

の
最
後
に
い
わ
ば
補
論
の
よ
う
な
か
た
ち
で
、
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
歴
史
哲
学

テ
ー
ゼ
が
パ
ウ
ロ
書
簡
の
影
響
の
も
と
に
あ
っ
た
こ
と
を
立
証
し
よ
う

と
し
て
い
る
。
し
か
し
、
パ
ウ
ロ
に
お
け
る
メ
シ
ア
的
時
間
の
構
造
に
つ

い
て
述
べ
る
と
き
、
ア
ガ
ン
ベ
ン
は
徹
頭
徹
尾
、
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
メ
シ
ア

ニ
ズ
ム
的
な
時
間
概
念
を
重
ね
合
わ
せ
て
考
え
て
い
る
と
み
て
よ
い
。
そ

の
よ
う
に
読
む
と
す
れ
ば
、
ア
ガ
ン
ベ
ン
が
ほ
ぼ
冒
頭
に
掲
げ
て
い
る
次

の
言
葉
は
、
彼
に
と
っ
て
は
そ
の
ま
ま
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
に
つ
い
て
も
当
て
は

ま
る
。「
時
間
の
収
縮
、〈
残
っ
て
い
る
も
の
〉（『
コ
リ
ン
ト
人
へ
の
手
紙
一
』

七
章
二
十
九
節

―
「
時
は
縮
ま
っ
て
い
ま
す
。
残
り
は
、
…
」）
は
、
パ
ウ

ロ
に
と
っ
て
は
、
す
ぐ
れ
て
メ
シ
ア
的
な
状
況
で
あ
り
、
唯
一
の
現
実
的

な
時
間
な
の
で
あ
る
、
と
。」

18

　

ア
ガ
ン
ベ
ン
は
、
ユ
ダ
ヤ
教
の
伝
統
に
お
け
る
「
オ
ラ
ー
ム
・
ハ
ゼ
ー 

( olām
 hazzeh)

」（
創
造
か
ら
終
末
ま
で
の
世
界
の
持
続
期
間
）
と
「
オ
ラ
ー

ム
・
ハ
ッ
バ
ー( olām

 habbā)

」（
来
た
る
べ
き
世
界
、
こ
の
世
の
終
わ
り
に

続
く
無
時
間
的
な
永
遠
性
）
と
い
う
二
つ
の
時
間
・
世
界( olam

im
)

の
区
別

が
、
パ
ウ
ロ
の
テ
ク
ス
ト
に
現
れ
る
「
こ
の
ア
イ
オ
ー
ン
、
こ
の
コ
ス
モ

ス
」
と
「
来
た
る
べ
き
ア
イ
オ
ー
ン
」
と
い
う
二
つ
の
ア
イ
オ
ー
ン
（
時

間
・
時
代
）
に
対
応
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
し
か
し
、
パ

ウ
ロ
に
と
っ
て
メ
シ
ア
が
こ
の
世
界
の
う
ち
に
現
れ
る
時
間
は
、
こ
の
二

つ
の
時
間
の
い
ず
れ
に
も
属
さ
な
い
い
わ
ば
「
残
り
の
時
」
で
あ
る

19
。

イ
エ
ス
を
メ
シ
ア
と
み
な
す
ユ
ダ
ヤ
人
お
よ
び
異
邦
人
（
つ
ま
り
「
キ
リ

ス
ト
教
徒
」）
に
と
っ
て
、
イ
エ
ス
の
復
活
と
い
う
「
メ
シ
ア
的
出
来
事
」

の
あ
と
の
時
間
は
、
キ
リ
ス
ト
の
再

パ
ル
ー
シ
ア

臨
お
よ
び
最
後
の
審
判
ま
で
の
あ
い

だ
の
い
わ
ば
過
渡
的
な
時
間
で
あ
る
。
こ
の
時
間
は
わ
れ
わ
れ
の
こ
の
世

界
の
時
間
（
ク
ロ
ノ
ス
、
オ
ラ
ー
ム
・
ハ
ゼ
ー
）
の
な
か
で
動
い
て
い
る
も

の
だ
が
、
パ
ウ
ロ
に
と
っ
て
そ
れ
は
「
メ
シ
ア
の
時
間
」
が
生
ま
れ
る
特

別
な
時
間
と
な
る
。「
こ
こ
で
、
時
間
は
収
縮
し
、
終
わ
り
始
め
る
。
が
、

こ
の
収
縮
し
た
時
間

―
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
パ
ウ
ロ
は
「
今
の
時
」( ho 

nyn kairos)

と
い
う
表
現
で
も
っ
て
言
及
す
る

―
は
パ
ル
ー
シ
ア
、
す

な
わ
ち
メ
シ
ア
の
ま
っ
た
き
臨
在
に
至
る
ま
で
持
続
す
る
。」

20 

　

し
か
し
、
こ
の
時
間
概
念
の
説
明
は
、
ア
ガ
ン
ベ
ン
に
と
っ
て
は
思
考

過
程
の
な
か
で
の
暫
定
的
な
モ
デ
ル
に
す
ぎ
な
い
。
あ
る
い
は
、「
終
末

論
的
時
間
」
と
「
メ
シ
ア
的
時
間
」
が
混
同
さ
れ
た
モ
デ
ル
と
い
っ
て
も

よ
い
。
こ
れ
は
、
初
期
の
段
階
の
パ
ウ
ロ
の
思
考
も
含
め
、
原
始
キ
リ
ス

ト
教
に
お
い
て
し
ば
し
ば
思
い
描
か
れ
て
い
た
考
え
方
で
も
あ
る
。
し
か

し
、
ア
ガ
ン
ベ
ン
は
最
終
的
に
、
同
じ
よ
う
に
「
世
俗
的
」
で
ク
ロ
ノ
ロ

ジ
カ
ル
な
時
間
の
う
ち
に
あ
り
、
か
つ
「
時
間
の
収
縮
」
と
い
う
特
質
を

も
つ
、
別
の
メ
シ
ア
的
時
間
の
イ
メ
ー
ジ
を
提
示
す
る
。
ア
ガ
ン
ベ
ン
は

「
臨
在
」
と
い
う
パ
ル
ー
シ
ア
の
本
来
の
意
味
（para-ousia 

傍
に
在
る
こ
と
）

に
立
ち
返
り
つ
つ
、
ク
ロ
ノ
ロ
ジ
カ
ル
な
時
間
の
流
れ
の
う
え
に
あ
る
の

で
は
な
い
が
、
そ
れ
を
内
側
か
ら
完
成
に
も
た
ら
す
異
質
な
時
間
の
秩
序

と
し
て
の
「
今
の
時
」
を
パ
ウ
ロ
の
メ
シ
ア
ニ
ズ
ム
の
う
ち
に
読
み
取
る
。

つ
ま
り
、
ク
ロ
ノ
ロ
ジ
カ
ル
な
時
間
の
延
長
に
あ
る
キ
リ
ス
ト
の
再
臨
の

彼
方
に
メ
シ
ア
的
出
来
事
の
完
成
を
見
る
の
で
は
な
く
、
現
在
の
こ
の
ク

ロ
ノ
ロ
ジ
カ
ル
な
時
間
の
ど
の
瞬
間
の
う
ち
に
も
メ
シ
ア
的
時
間
が
現
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れ
る
可
能
性
が
あ
る
と
見
る
。「
メ
シ
ア
は
す
で
に
到
来
し
て
い
る
。
メ

シ
ア
的
出
来
事
は
す
で
に
成
就
し
て
い
る
。
け
れ
ど
も
、
そ
の
臨
在
は
そ

の
内
側
に
も
う
ひ
と
つ
の
時
間
を
含
ん
で
い
て
、
パ
ル
ー
シ
ア
を
遅
延
さ

せ
る
た
め
に
で
は
な
く
、
逆
に
パ
ル
ー
シ
ア
を
把
捉
で
き
る
も
の
に
す
る

た
め
に
、
パ
ル
ー
シ
ア
を
引
き
延
ば
す
の
で
あ
る
。
こ
の
た
め
に
、
ベ
ン

ヤ
ミ
ン
の
言
葉
に
よ
れ
ば
、
あ
ら
ゆ
る
瞬
間
は
〝
メ
シ
ア
の
入
っ
て
く
る

小
さ
な
扉
〟
で
あ
り
う
る
の
だ
。」

21  

ア
ガ
ン
ベ
ン
の
言
葉
は
、
パ
ウ
ロ

の
メ
シ
ア
ニ
ズ
ム
に
つ
い
て
語
り
つ
つ
、
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
メ
シ
ア
的
時
間

を
こ
こ
で
完
全
に
二
重
写
し
に
し
て
い
る
。

　

ア
ガ
ン
ベ
ン
が
メ
シ
ア
ニ
ズ
ム
的
思
考
に
お
い
て
区
別
す
る
三
つ
の

時
間
の
関
係
は
、
さ
ら
に
、
シ
ョ
ー
レ
ム
が
ま
と
め
て
い
る
「
革
命
的
」

メ
シ
ア
ニ
ズ
ム
と
「
変
容
的
」
メ
シ
ア
ニ
ズ
ム
と
い
う
二
つ
の
異
な
る
潮

流
そ
れ
ぞ
れ
の
時
間
概
念
と
合
わ
せ
て
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

「
革
命
的
」
メ
シ
ア
ニ
ズ
ム
に
お
い
て
は
、
メ
シ
ア
は
こ
の
世
界
の
時
間

の
終
わ
り
に
現
わ
れ
る
。
そ
の
と
き
世
界
は
没
落
し
、
最
後
の
審
判
が
行

わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
思
考
に
お
い
て
は
、「
ア
テ
ィ
ド
・
ラ
ヴ
ォ( atid 

la-vo)

」（
到
来
す
る
未
来
＝
メ
シ
ア
的
時
間
）と「
オ
ラ
ー
ム
・
ハ
ッ
バ
ー( olam

 
ha-ba)

」（
未
来
の
世
界
・
新
た
な
創
造
）
と
が
区
別
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。

未
来
と
し
て
思
い
描
か
れ
る
も
の
は
、
わ
れ
わ
れ
が
経
験
し
て
い
る
世
界

の
時
間
的
延
長
上
に
あ
る
も
の
と
し
て
理
解
さ
れ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、

「
変
容
的
」
メ
シ
ア
ニ
ズ
ム
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
は
、
自
然
の
変
容
は
あ

く
ま
で
も
内
的
な
も
の
で
あ
り
、
世
界
の
没
落
が
起
こ
る
こ
と
も
な
い
。

そ
こ
で
は
、
ア
テ
ィ
ド
・
ラ
ヴ
ォ( atid la-vo)

」（
到
来
す
る
未
来
＝
メ
シ
ア

的
時
間
）
と
「
オ
ラ
ー
ム
・
ハ
ッ
バ
ー( olam

 ha-ba)

」（
未
来
の
世
界
・
新

た
な
創
造
）
は
別
の
時
間
と
し
て
区
別
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
メ
シ

ア
ニ
ズ
ム
的
思
考
に
お
い
て
は
、
世
界
の
終
末
は
「
今
日
」
で
あ
り
、
メ

シ
ア
の
未
来
は
わ
れ
わ
れ
が
経
験
し
て
い
る
世
界
と
は
異
質
な
も
の
と

し
て
理
解
さ
れ
る

22
。

　
「
革
命
的
」
メ
シ
ア
ニ
ズ
ム
（
黙
示
録
的
メ
シ
ア
ニ
ズ
ム
）
に
は
、
現
在

の
世
界
（
オ
ラ
ー
ム
・
ハ
ゼ
ー
）
と
、
現
在
の
世
界
が
更
新
さ
れ
、
新
た

に
生
ま
れ
る
世
界
（
オ
ラ
ー
ム
・
ハ
ッ
バ
ー
と
ア
テ
ィ
ド
・
ラ
ヴ
ォ
が
区
別

さ
れ
て
い
な
い
状
態
）
の
二
つ
の
時
間
概
念
し
か
な
い
。
こ
の
メ
シ
ア
ニ

ズ
ム
は
、
メ
シ
ア
に
よ
っ
て
救
済
さ
れ
た
未
来
も
い
わ
ば
現
世
的
な
も
の

と
し
て
思
い
描
い
て
い
る
と
い
う
点
で
、
も
ち
ろ
ん
キ
リ
ス
ト
教
の
メ
シ

ア
ニ
ズ
ム
と
根
本
的
に
異
な
る
。
し
か
し
、「
オ
ラ
ー
ム
・
ハ
ゼ
ー
」
に

対
置
さ
れ
る
も
の
と
し
て
メ
シ
ア
的
時
間
を
特
別
に
想
定
し
な
い
と
い

う
点
で
、
キ
リ
ス
ト
教
に
お
い
て
メ
シ
ア
的
時
間
と
終
末
論
的
時
間
（
イ

エ
ス
の
復
活
と
い
う
メ
シ
ア
的
出
来
事
と
イ
エ
ス
の
再
臨
・
最
後
の
審
判
と
い

う
終
末
と
の
あ
い
だ
の
過
渡
的
時
間
）
を
区
別
し
な
い
立
場
と
時
間
論
に
つ

い
て
は
似
た
立
場
に
あ
る
。
ア
ガ
ン
ベ
ン
が
提
示
す
る
最
初
の
時
間
構
造

の
モ
デ
ル
は
、
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
で
あ
る
。

　

そ
れ
に
対
し
て
、「
変
容
的
」
メ
シ
ア
ニ
ズ
ム
と
シ
ョ
ー
レ
ム
が
呼
ん

で
い
る
も
の
は
、
ア
ガ
ン
ベ
ン
が
最
終
的
に
示
す
メ
シ
ア
的
時
間
の
イ

メ
ー
ジ
と
ま
さ
に
一
致
す
る
。
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
が
シ
ョ
ー
レ
ム
か
ら
受
け
た

ユ
ダ
ヤ
的
メ
シ
ア
ニ
ズ
ム
に
つ
い
て
の
影
響
を
考
え
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ

は
こ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
想
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う

23
。

　
『
残
り
の
時
』
は
、
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
「
い
ま
こ
の
と
き
」( Jetztzeit)

と

い
う
概
念
が
、言
葉
そ
の
も
の
と
し
て
も
対
応
す
る
パ
ウ
ロ
の
「
今
の
時
」

( ho nyn kairós)

に
由
来
す
る
と
い
う
き
わ
め
て
刺
激
的
な
テ
ー
ゼ
を
掲
げ

て
い
る
。
し
か
し
、
ア
ガ
ン
ベ
ン
が
パ
ウ
ロ
と
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
メ
シ
ア
ニ

ズ
ム
を
重
ね
合
わ
せ
て
ゆ
く
手
つ
き
を
た
ど
る
と
き
、「
メ
シ
ア
的
時
間

を
表
す
た
め
の
専
門
用
語
」
と
し
て
「
今
の
時
」( ho nyn kairós)

と
い
う
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言
葉
を
パ
ウ
ロ
の
メ
シ
ア
ニ
ズ
ム
の
中
心
に
据
え
る
と
い
う
ア
イ
デ
ィ

ア
は
、
む
し
ろ
逆
に
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
メ
シ
ア
ニ
ズ
ム
的
思
考
か
ら
着
想
を

得
た
の
で
は
な
い
か
と
思
え
る
ほ
ど
で
あ
る

24
。

５　
「
救
済
」
に
お
け
る
時
間
概
念
の
二
重
性

　

さ
て
、
も
う
一
度
先
の
問
い
に
立
ち
返
る
こ
と
に
な
る
が
、「
救
済
」

と
呼
ば
れ
る
メ
シ
ア
的
時
間
が
わ
れ
わ
れ
の
こ
の
歴
史
的
時
間
性
の
ど

の
瞬
間
に
も
到
来
し
う
る
も
の
で
あ
る
と
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
が
思
い
描
い
て

い
る
と
す
れ
ば
、
本
来
こ
の
世
界
の
時
間
・
空
間
の
秩
序
と
は
全
く
異
な

る
も
の
で
あ
る
は
ず
の
メ
シ
ア
的
時
間
は
、
歴
史
的
時
間
の
な
か
で
具
体

的
に
ど
の
よ
う
に
し
て
現
れ
る
こ
と
が
可
能
な
の
か
。
そ
れ
は
ま
た
、
一

方
で
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
に
と
っ
て
メ
シ
ア
的
救
済
の
場
で
あ
る
「
ア
レ
ゴ
リ
ー

的
形
象
」
と
、
他
方
で
「
救
済
」
を
目
指
し
な
が
ら
も
歴
史
的
時
間
性
の

な
か
で
展
開
せ
ざ
る
を
え
な
い
史
的
唯
物
論
と
が
、
互
い
に
ど
の
よ
う
な

関
係
に
あ
る
の
か
と
い
う
問
い
で
も
あ
る
。

　

ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は
こ
の
こ
と
を
「
歴
史
の
概
念
に
つ
い
て
」
を
書
い
て

い
る
時
点
で
も
明
確
に
意
識
し
て
い
た
。
歴
史
哲
学
テ
ー
ゼ
の
覚
書
に

は
次
の
よ
う
な
記
述
が
見
ら
れ
る
。「
一
連
の
階
級
闘
争
に
よ
っ
て
人
類

は
、
歴
史
的
発
展
の
経
過
の
な
か
で
、
無
階
級
社
会
に
到
達
す
る
。
＝
し

か
し
無
階
級
社
会
は
、
あ
る
歴
史
的
発
展
の
終
着
点
と
し
て
構
想
さ
れ
て

は
な
ら
な
い
。
＝
こ
の
誤
っ
た
構
想
か
ら
、
と
り
わ
け
亜エ

ピ

ゴ

ー

ネ

ン

流
の
も
の
た
ち

に
お
い
て
、〈
革
命
的
な
状
況
〉
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
生
じ
て
き
た
の
だ
。

周
知
の
よ
う
に
、
そ
の
よ
う
な
も
の
が
い
ま
ま
さ
に
や
っ
て
来
る
と
い
う

こ
と
は
決
し
て
な
か
っ
た
の
だ
が
。
＝
無
階
級
社
会
の
概
念
に
は
、
真
正

な
メ
シ
ア
の
相
貌
が
再
現
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
も
、
プ
ロ
レ
タ
リ

ア
ー
ト
自
身
の
革
命
的
政
治
と
い
う
関
心
の
も
と
に
。」

25  

史
的
唯
物
論

の
構
図
に
し
た
が
っ
て
到
達
点
に
達
し
た
と
き
に
救
済
さ
れ
た
状
態
と

な
る
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
こ
こ
で
の
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
言
い
方
に
し
た
が

え
ば
「
亜
流
の
も
の
た
ち
」
の
考
え
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
実
際
に
は
、

そ
れ
は
「
史
的
唯
物
論
」
を
拠
り
所
と
し
て
現
実
の
政
治
活
動
を
進
め
る

人
た
ち
の
（
神
学
的
要
素
は
も
ち
ろ
ん
除
外
し
て
）
大
半
の
見
解
に
相
当
す

る
も
の
で
あ
り
、
む
し
ろ
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
「
史
的
唯
物
論
」
こ
そ
き
わ
め

て
異
端
な
の
だ
が
。
無
階
級
社
会
は
「
終
着
点
」
で
は
な
い
。
し
か
し
、

そ
の
概
念
に
は
メ
シ
ア
の
特
質
が
備
わ
っ
て
い
る
。
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は
メ
シ

ア
的
な
も
の
が
現
実
の
こ
の
世
界
の
特
定
の
も
の
と
関
わ
っ
て
い
る
こ

と
を
指
摘
し
な
が
ら
も
、
た
だ
し
、
そ
れ
が
現
実
の
世
界
の
な
か
で
到
達

さ
れ
た
と
き
に
メ
シ
ア
的
な
も
の
が
現
れ
た
こ
と
に
な
る
と
考
え
て
い

る
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
同
時
に
そ
の
一
方
で
、
史
的
唯
物
論
の
到
達

点
と
し
て
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
が
思
い
描
く
も
の
へ
と
、つ
ま
り
「
無
階
級
社
会
」

や
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
の
政
治
的
・
美
的
手
段
と
な
る
べ
き
「
映
画
」

や
「
新
聞
」
の
理
想
的
な
姿
へ
と
到
達
す
る
構
図
が
語
ら
れ
て
い
る
。

　

ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
「
救
済
」
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
は
、
こ
の
二
重
構
造
の
う

ち
に
あ
る
。
メ
シ
ア
的
な
も
の
が
こ
の
歴
史
的
時
間
の
な
か
に
姿
を
表
す

と
き
、
そ
れ
は
「
ア
レ
ゴ
リ
ー
的
形
象
」
と
な
っ
て
現
れ
る
。
た
だ
し
、

そ
れ
が
ア
レ
ゴ
リ
ー
で
あ
る
こ
と
を
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
そ

の
よ
う
に
世
界
を
と
ら
え
る
「
ア
レ
ゴ
リ
カ
ー
」
だ
け
で
あ
る
。
そ
の
救

済
の
可
能
性
を
胚
胎
す
る
ア
レ
ゴ
リ
ー
と
は
、
時
間
が
そ
こ
で
空
間
性
へ

と
凝
固
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
時
間
が
静
止
状
態
に
あ
る
形
象
・
像
で
あ
る
。

一
九
三
〇
年
代
の
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
に
と
っ
て
、
そ
れ
は
ま
た
本
来
な
ら
ば
時

間
的
契
機
を
も
つ
は
ず
の
弁
証
法
的
な
両
極
が
静
止
状
態
と
な
っ
て
空
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———　寄稿　———

間
化
さ
れ
た
も
の
で
も
あ
る
。
こ
う
い
っ
た「
静
止
状
態
に
あ
る
弁
証
法
」

に
よ
る
「
ア
レ
ゴ
リ
ー
的
形
象
」
は
、
歴
史
の
時
間
性
の
う
ち
に
あ
た
り

ま
え
の
よ
う
に
存
在
す
る
も
の
で
あ
り
な
が
ら
、
時
間
の
停
止
と
い
う
イ

メ
ー
ジ
で
思
い
描
か
れ
る
よ
う
な
、
ま
っ
た
く
異
質
な
時
間
秩
序
を
自
ら

の
う
ち
に
含
み
も
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
は「
門
」や「
パ

サ
ー
ジ
ュ
」、
あ
る
い
は
『
一
方
通
行
路
』
の
な
か
で
小
標
題
と
し
て
掲

げ
ら
れ
て
い
る
よ
う
な
、
ご
く
あ
り
き
た
り
の
さ
ま
ざ
ま
な
都
市
の
形
象

で
も
あ
り
、
映
画
の
な
か
の
「
フ
ァ
ー
ス
ト
モ
ー
シ
ョ
ン
」
や
「
ス
ロ
ー

モ
ー
シ
ョ
ン
」、
ブ
レ
ヒ
ト
の
演
劇
に
お
け
る
さ
ま
ざ
ま
な
「
中
断
」
の

か
た
ち
、
新
聞
に
お
け
る
「
引
用
」
で
も
あ
る
。

　

他
方
、
こ
れ
ら
の
救
済
の
可
能
性
を
胚
胎
し
た
形
象
た
ち
は
、

一
九
二
〇
年
代
後
半
以
降
に
神
学
的
思
考
が
史
的
唯
物
論
へ
と
組
み
込

ま
れ
て
い
く
こ
と
に
よ
り
、
史
的
唯
物
論
の
も
つ
歴
史
的
時
間
の
な
か
で

の
展
開
と
い
う
コ
ン
テ
ク
ス
ト
の
う
ち
に
も
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
ベ

ン
ヤ
ミ
ン
は
確
か
に
そ
の
展
開
の
終
着
点
と
考
え
ら
れ
て
い
る
も
の
を

目
指
す
。
と
い
う
よ
り
も
、
人
間
の
歴
史
的
時
間
は
そ
の
終
着
点
を
目
指

し
て
進
ん
で
い
る
と
考
え
て
い
る
。
そ
し
て
と
り
わ
け
、「
映
画
」
を
は

じ
め
と
す
る
技
術
的
な
も
の
の
領
域
で
は
、
時
間
の
停
止
の
イ
メ
ー
ジ
に

か
か
わ
る
形
象
・
像
は
、
新
た
に
到
達
さ
れ
た
段
階
に
お
い
て
生
み
出
さ

れ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
歴
史
的
時
間
の
う
ち
に
あ
る
史
的
唯

物
論
と
重
ね
合
わ
さ
れ
た
救
済
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
は
、
メ
シ
ア
的
時
間
を

潜
在
的
に
含
み
も
つ
ア
レ
ゴ
リ
ー
的
形
象
と
も
関
わ
り
を
も
っ
て
い
る

こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
繰
り
返
す
こ
と
に
な
る
が
、
そ
の
展
開
の
終
着

点
に
到
達
し
た
と
き
に
、
あ
る
い
は
到
達
し
た
と
い
う
事
実
に
よ
っ
て

「
救
済
」
が
成
し
遂
げ
ら
れ
た
こ
と
に
な
る
わ
け
で
は
な
い
。
史
的
唯
物

論
に
お
け
る
到
達
点
は
、
い
ず
れ
に
せ
よ
歴
史
的
時
間
の
な
か
に
と
ら
わ

れ
た
ま
ま
の
世
界
な
の
だ
か
ら
。

　
　
　

註

* 

本
稿
は
、
学
術
振
興
会
科
学
研
究
費
・
基
盤
研
究
（
B
）「
西
欧
ア
ヴ
ァ
ン
ギ
ャ
ル

ド
芸
術
に
お
け
る
知
覚
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
と
表
象
シ
ス
テ
ム
に
関
す
る
総
合
的
研

究
」（
研
究
代
表
者
：
山
口
裕
之
、
二
〇
一
四
─
二
〇
一
六
年
度
）
の
助
成
を
受

け
た
研
究
成
果
の
一
つ
で
あ
る
。

1　
「
唯
物
論
か
メ
シ
ア
ニ
ズ
ム
か
」
と
い
う
二
項
対
立
が
し
ば
し
ば
明
示
的
に
掲
げ
ら

れ
て
い
た
一
九
八
〇
年
代
頃
ま
で
の
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
研
究
に
お
い
て
は
、
弁
証
法
的
唯
物

論
と
メ
シ
ア
ニ
ズ
ム
を
重
ね
合
わ
せ
る
と
い
う
、
こ
こ
で
掲
げ
る
前
提
自
体
が
矛
盾
に

満
ち
た
も
の
と
見
え
る
こ
と
に
な
っ
た
だ
ろ
う
。
本
稿
は
、
例
え
ば
ダ
ニ
エ
ル
・
ヴ
ァ

イ
ト
ナ
ー
が
「
宗
教
的
転
換( religious turn)

」
の
う
ち
に
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
研
究
の
位
置
を

再
確
認
す
る
立
場
と
視
点
を
あ
る
程
度
共
有
し
て
い
る
。C

f. D
aniel W

eidner, Think-

ing beyond Sucularization: W
alter B

enjam
in, the “R

eligious Turn”, and the Poet-

ics of Theory. In: N
ew

 G
erm

an G
ritique 111, Vol. 37, N

o. 3, Fall 2010, pp. 131-

148; D
. W

eidner, Einleitung: W
alter B

enjam
in, die R

eligion und die G
egenw

art. In: 

Profanes L
eben. W

alter B
enjam

ins D
ialektik der Säkularisierung. H

rsg. v. D
aniel 

W
eidner. Frankfurt/M

.: Suhrkam
p, 2010, pp. 7-35. 

ヴ
ァ
イ
ト
ナ
ー
は「
宗
教
的
転
換
」

が
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
研
究
に
も
た
ら
し
た
成
果
の
一
つ
と
し
て
、B

ernd W
itte u. M

auro 

Ponzi (H
rsg.), T

heologie und Politik. W
alter B

enjam
in und ein Paradigm

a der M
o-

derne, B
erlin 2005. 

を
あ
げ
て
い
る
が
、
も
ち
ろ
ん
ヴ
ァ
イ
ト
ナ
ー
自
身
の
編
纂
す
る

Profanes L
eben

自
体
が
そ
の
流
れ
に
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
ち
な
み
に
、ヴ
ァ

イ
ト
ナ
ー
の
最
も
重
要
な
研
究
テ
ー
マ
の
一
つ
は
「
世
俗
化
」
を
め
ぐ
る
問
題
で
あ
り
、
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彼
が
中
心
メ
ン
バ
ー
の
一
人
と
し
て
所
属
し
て
い
る
「
ベ
ル
リ
ン
文
学
・
文
化
研
究
セ

ン
タ
ー Zentrum

 für Literatur- und K
ulturforschung B

erlin (ZfL)

」
で
は
、
そ
の
所

長
の
ジ
ー
ク
リ
ト
・
ヴ
ァ
イ
ゲ
ル
と
と
も
に
、
宗
教
と
そ
の
世
俗
化
を
め
ぐ
る
研
究
テ
ー

マ
や
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
が
次
々
と
展
開
さ
れ
て
い
る
。
二
〇
〇
六
年
秋
に
は
こ
こ
で
国
際

ヴ
ァ
ル
タ
ー
・
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
協
会
の
学
会
が
開
催
さ
れ
、Profanes L

eben

は
そ
の
成
果

に
も
と
づ
く
論
文
集
と
な
っ
て
い
る
。
そ
う
い
っ
た
意
味
で
、
こ
のProfanes L

eben

と
い
う
論
文
集
は
、
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
に
お
け
る
神
学
と
い
う
主
題
の
受
容
史
に
と
っ
て
特

別
な
位
置
を
占
め
る
も
の
と
い
え
る
。

2　

山
口
裕
之
『
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
ア
レ
ゴ
リ
ー
的
思
考
』
人
文
書
院
、二
〇
〇
三
年
参
照
。

3　

そ
れ
ら
が
集
約
的
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
論
集
がPeter B

ulthaup (H
rsg.), M

a-

terialien zu W
alter B

enjam
ins T

hesen
 ʻ Ü

ber den B
egriff der G

eschichteʼ  - B
eiträge 

und Interpretationen. Frankfurt/M
.: Suhrkam

p 1975. 

で
あ
る
。
歴
史
哲
学
テ
ー
ゼ
の

受
容
史
に
つ
い
て
は
、cf.: A

ndreas Pangritz, Theologie, in: B
enjam

ins B
egriffe 2, 

pp. 817-821.

4　

W
alter B

enjam
in, G

esam
m

elte Schriften. B
and I, S. 697-698. H

rsg. von R
olf 

Tiedem
ann und H

erm
ann Schw

eppenhäuser, Frankfurt/M
.: Suhrkam

p, 1991. 

以
下
、

こ
の
全
集
はG

S

の
略
号
と
ロ
ー
マ
数
字
に
よ
る
巻
数
の
あ
と
、
ア
ラ
ビ
ア
数
字
に
よ
っ

て
ペ
ー
ジ
数
を
示
す
。（『
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
・
ア
ン
ソ
ロ
ジ
ー
』
山
口
裕
之
編
訳
、
河
出
書

房
新
社
、
二
〇
一
一
年
、
三
六
七
―
三
六
八
頁
。）

5　

G
SII, 75.

（『
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
・
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
５
』
浅
井
健
二
郎
編
訳
、ち
く
ま
文
庫
、

二
〇
一
〇
年
、
六
七
頁
。）

6　

G
SII, 75.

（『
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
・
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
５
』、
六
八
頁
。）

7　

C
f.: Stéphane M

osès, D
er E

ngel der G
eschichte. Franz R

osenzw
eig, W

alter 

B
enjam

in, G
ershom

 Scholem
. Frankfurt/M

.: Jüdischer Verlag, 1994, p. 87-89. 

（
ス

テ
フ
ァ
ヌ
・
モ
ー
ゼ
ス
『
歴
史
の
天
使
』
九
八
―
一
〇
〇
頁
）、
ま
た
、
三
島
憲
一
『
ベ

ン
ヤ
ミ
ン
』
講
談
社
、
一
九
九
八
年
、
一
二
―
一
三
頁
参
照
。

8　

こ
の
テ
ク
ス
ト
の
成
立
時
期
に
つ
い
て
は
、
ア
ド
ル
ノ
等
は
一
九
三
〇
年
代
で
あ

る
と
主
張
し
て
い
る
も
の
の
、
現
在
多
く
の
研
究
者
は
一
九
二
〇
頃
と
す
る
見
方
が
大

勢
を
占
め
て
い
る
。C

f. B
urkhardt Lindner (H

rsg.), B
enjam

in-H
andbuch. L

eben – 

W
erk – W

irkung. Stuttgar: M
etzler, 2011, p. 175. (W

erner H
am

acher, “D
as Theolo-

gisch-politisches Fragm
ent”)

9　

Elke D
ubbels

は
「
神
学
的
・
政
治
的
断
章
」
を
分
析
す
る
論
文
の
な
か
で
、
こ

の
二
つ
の
「
秩
序
」
と
と
も
に
「
自
然
」
の
秩
序
も
加
え
て
、
三
つ
の
秩
序
を
区
別
し

て
い
る
。D

ubbels

は
こ
の
断
章
の
末
尾
近
く
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
、「
過
ぎ
去
っ
て
ゆ

く
こ
と
＝
は
か
な
さ(Vergängnis)

」
の
う
ち
に
あ
る
「
メ
シ
ア
的
自
然
」
を
、
人
間

の
「
世
俗
的
な
も
の
の
秩
序
」
や
メ
シ
ア
的
で
は
な
い
自
然
と
は
別
の
も
の
と
し
て
想

定
し
て
い
る
。
確
か
に
「
自
然
」
は
「
歴
史
」
と
対
置
さ
れ
る
概
念
と
し
て
考
え
ら
れ

て
い
る
と
は
い
え
、
こ
の
人
間
の
世
界
の
う
ち
に
あ
る
も
の
と
し
て
、
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の

テ
ク
ス
ト
の
な
か
で
と
く
に
「
歴
史
的
な
も
の
」
の
関
わ
る
領
域
と
区
別
さ
れ
て
論
じ

ら
れ
て
い
る
よ
う
に
は
見
え
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。Elke D

ubbels: Zur Logik der 

Figuren des M
issianishcen in W

alter B
enjam

in. In: Profanes L
eben, S. 39-65, bes. S. 

42-43.

10　

G
SII, 203. （『

ベ
ン
ヤ
ミ
ン
・
ア
ン
ソ
ロ
ジ
ー
』
八
四
頁
。）

11　

G
SII, 203-204. （『

ベ
ン
ヤ
ミ
ン
・
ア
ン
ソ
ロ
ジ
ー
』
八
四
頁
。）

12　

ス
テ
フ
ァ
ヌ
ス
・
モ
ー
ゼ
ス
は
、
一
九
一
四
年
（
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
二
二
歳
）
の
「
学

生
の
生
活
」
に
お
け
る
神
学
的
歴
史
概
念
の
枠
組
み
が
一
九
四
〇
の
「
歴
史
のʻ

概
念

に
つ
い
て
」
と
も
対
応
す
る
こ
と
を
述
べ
る
文
脈
で
次
の
よ
う
に
指
摘
す
る
。「
こ
れ
ら

の
主
題
は
す
べ
て
、
き
わ
め
て
性
格
な
意
味
で
、
二
五
年
後
に
最
後
の
著
述
の
中
心
に

再
び
見
出
さ
れ
る
主
題
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
の
間
、
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は
、
彼
を
神
学
的

直
観
に
培
わ
れ
た
思
考
か
ら
、
マ
ル
ク
ス
主
義
か
ら
着
想
を
得
た
世
界
観
へ
と
彼
を
導

く
広
汎
な
哲
学
的
軌
道
を
踏
破
す
る
こ
と
に
な
る
。」
モ
ー
ゼ
ス
は
ま
た
、
ベ
ン
ヤ
ミ
ン

の
思
考
全
体
の
う
ち
に
「
神
学
」「
政
治
」「
美
学
」
の
三
つ
の
基
本
的
範
刑
を
見
て
取
っ
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て
い
る
が
、「
通
時
性
の
観
点
か
ら
す
る
と
、
神
学
的
範
型
が
最
も
安
定
し
て
い
た
」
と

指
摘
す
る
。（
モ
ー
ゼ
ス
『
歴
史
の
天
使
』、
一
〇
〇
、一
〇
三
頁
）
ま
た
、
こ
う
い
っ

た
モ
ー
ゼ
ス
の
見
解
を
踏
ま
え
な
が
ら
、A

ndreas Pangritz

も
同
じ
立
場
を
表
明
し
て

い
る
。「〈
神
学
〉
と
い
う
キ
ー
ワ
ー
ド
だ
け
で
は
な
く
、
そ
れ
に
よ
っ
て
特
徴
づ
け
ら

れ
た
彼
の
思
考
モ
デ
ル
も
ま
た
、
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
展
開
全
体
に
わ
た
っ
て
存
在
し
て
い

た
。」( A

ndreas Pangritz, Theologie, in: B
enjam

ins-B
egriffe 2, p. 804.) 

そ
れ
に
対

し
て
、
と
り
わ
け
一
九
七
〇
代
に
史
的
唯
物
論
か
メ
シ
ア
ニ
ズ
ム
か
と
い
う
二
者
択
一

的
論
議
が
展
開
さ
れ
た
と
き
に
は
、
最
も
極
端
な
立
場
と
し
て
は
、
ハ
ー
バ
マ
ー
ス
の

論
文
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
、
史
的
唯
物
論
を
受
容
し
た
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は
初
期
の
秘
教

的
傾
向
と
断
絶
し
た
と
主
張
さ
れ
た
。C

f.: Jürgen H
aberm

as, B
ew

ußtm
achende oder 

rettende K
ritik – die A

ktualität W
alter B

enjam
ins, in: Siegfried U

nseld (H
rsg.), Z

ur 

A
ktualität W

alter B
enjam

ins. Frankfurt/M
.: Suhrkam

p 1972, p. 175.

（
ハ
ー
バ
マ
ー

ス
「
意
識
化
さ
せ
る
批
評
か
、
救
出
す
る
批
評
か
」、
高
村
富
士
彦
監
訳
『
ベ
ン
ヤ
ミ
ン

の
肖
像
』、
一
二
二
頁
。）

13　

そ
の
こ
と
は
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
自
身
の
言
葉
の
う
ち
に
た
ど
る
こ
と
が
で
き
る
。「
マ

ル
ク
ス
は
無
階
級
社
会
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
の
な
か
で
、
メ
シ
ア
ニ
ズ
ム
的
時
間
の
イ

メ
ー
ジ
を
世
俗
化
し
た
。」( G

SI, 1231. 

『
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
・
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
７
』
五
七
九

頁) C
f. H

erm
ann Schw

eppenhäuser, Praesentia praeteritorum
. Zu B

enjam
ins G

e-

schichtsbegriff. In: M
aterialien zu W

alter B
enjam

ins T
hesen ʻ Ü

ber den B
egriff der 

G
eschichteʼ , pp. 15-16.

14　

C
f.: N

orbert B
olz, W

illem
 van R

eijen, W
alter B

enjam
in. Frankfurt / N

ew
 York: 

C
am

pus Verlag, 1991, pp. 31-40

（
ボ
ル
ツ
／
レ
イ
イ
ェ
ン
『
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
現
在
』

二
五
―
三
七
頁
）; Sigrid W

eigel, E
ntstellte Ä

hnlichkeit. W
alter B

enjam
ins theoreti-

sche Schriftw
eise. Frankfurt/M

.: Fischer, 1997, pp. 52-79.

15　

G
ershom

 Scholem
, Tagebücher 1917-1923. Frankfurt a. M

.: Jüdischer Verlag 

2000, p. 70.

16　

モ
ー
ゼ
ス
、『
歴
史
の
天
使
』
一
五
九
頁
。（
ち
な
み
に
、
ド
イ
ツ
語
版
に
は
こ
の

引
用
箇
所
は
含
ま
れ
て
い
な
い
。）

17　

ジ
ョ
ル
ジ
ョ
・
ア
ガ
ン
ベ
ン
『
残
り
の
と
き 

パ
ウ
ロ
講
義
』
上
村
忠
男
訳
、
岩

波
書
店
、
二
〇
〇
五
年
。(G

iorgio A
gam

ben, Il tem
po che resta. U

n C
om

m
ento alla 

L
ettera ai R

om
ani. Torino: B

ollati B
oringhieri, 2000; D

ie Z
eit, die bleibt. Ein K

om
-

m
entar zum

 R
öm

erbrief. A
us dem

 Italienischen von D
avide G

iuriato. Frankfurt/M
.: 

Suhrkam
p, 2006.) 

こ
の
な
か
の
メ
シ
ア
的
時
間
に
つ
い
て
扱
っ
た
四
日
目
の
講
義
「
ア

ポ
ス
ト
ロ
ス
」
と
ほ
ぼ
同
じ
内
容
は
、
次
の
論
文
と
し
て
も
発
表
さ
れ
て
い
る
。G

iorio 

A
gam

ben, D
ie Struktur der m

essianischen Zeit. In: N
ikolaus M

üller-Schöll, Saskia 

R
either (H

rsg.), A
isthesis. Z

ur E
rfahrung von Z

eit, R
aum

, Text und K
unst. Edition 

A
rgus, 2005, pp. 172-182.

18　

ア
ガ
ン
ベ
ン
『
残
り
の
時
』
九
頁
。( A

gam
ben, Il Tem

po che resta, p. 13; D
ie 

Z
eit, die bleibt, p. 16.)

19　
「
残
り
の
時
」
と
い
う
言
葉
は
パ
ウ
ロ
の
書
簡
に
お
け
る
「
残
り
の
者(λεῖμμα)

」

(

ロ
ー
マ11: 5) 

と
「
時
は
縮
ま
っ
て
い
ま
す
」( 1

コ
リ
ン
ト7-29) 

を
拡
張
し
て
ア
ガ

ン
ベ
ン
が
作
り
出
し
た
も
の
で
あ
る
。
後
に
取
り
上
げ
る
よ
う
に
、「
時
は
縮
ま
っ
て
い

ま
す(Il tem

po si è contratto)

」
は
ア
ガ
ン
ベ
ン
が
ギ
リ
シ
ア
語
の
テ
ク
ス
ト
を
戦
略

的
に
こ
の
よ
う
に
訳
し
た
も
の
と
考
え
ら
え
る
。

20　

ア
ガ
ン
ベ
ン
『
残
り
の
時
』
一
〇
四
頁
。

21　

ア
ガ
ン
ベ
ン
『
残
り
の
時
』
一
一
五
頁
。

22　

G
erschom

 Scholem
, Tagebücher 2. B

and 1917-1923, p. 380. 
23　

C
f.: Elke D

ubbels, Zur Logik der Figuren des M
essianischen in W

alter B
en-

jam
ins “Theologisch-politischem

 Fragm
ent”, in: Profanes L

eben, 48-49.

24　

そ
の
よ
う
に
思
え
る
も
う
一
つ
の
大
き
な
理
由
は
、
ア
ガ
ン
ベ
ン
が
ク
ロ
ノ
ロ
ジ

カ
ル
な
時
間
の
な
か
に
到
来
し
う
る
「
今
の
時
」
へ
と
向
か
う
「
時
間
の
収
縮
」
を
、

き
わ
め
て
重
要
な
要
素
と
し
て
強
調
し
て
い
る
か
ら
だ
。
こ
の
「
時
間
の
収
縮
」
は
、
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ベ
ン
ヤ
ミ
ン
が
「
フ
ァ
ー
ス
ト
モ
ー
シ
ョ
ン
」(Zeitraffer)

の
う
ち
に
時
間
の
停
止
の

イ
メ
ー
ジ
を
見
て
取
っ
て
い
る
こ
と
、
あ
る
い
は
よ
り
根
本
的
に
、
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
に
お

け
る
「
形
象
・
像
」(B

ild)

が
時
間
性
の
空
間
化
と
い
う
思
考
に
支
え
ら
れ
た
も
の
で
あ

る
こ
と
と
響
き
合
う
。
ア
ガ
ン
ベ
ン
は
パ
ウ
ロ
に
お
け
る
「
時
間
の
収
縮
」
と
い
う
特

質
を
、
コ
リ
ン
ト
書
一
の
「
時
は
縮
ま
っ
て
い
ま
す
。
残
り
は
、
…
」
と
い
う
言
葉
か

ら
読
み
取
ろ
う
と
し
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
箇
所
をIl tem

po si è contratto

（
時
は

縮
ま
っ
て
い
ま
す
）
と
い
う
言
葉
で
言
い
表
し
て
い
る
の
は
、
お
そ
ら
く
イ
タ
リ
ア
語

翻
訳
の
聖
書
か
ら
の
引
用
で
は
な
く
（
少
な
く
と
も
現
代
一
般
的
に
用
い
ら
れ
て
い
る

カ
ト
リ
ッ
ク
の
翻
訳
で
は
な
い
）、
ギ
リ
シ
ア
語
のho kairós synestalm

énos estín

を

意
図
的
に
そ
の
よ
う
に
解
釈
し
て
ア
ガ
ン
ベ
ン
自
身
が
こ
の
よ
う
に
訳
し
た
も
の
で
あ

る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ア
ガ
ン
ベ
ン
は
「systéllō

は
、
帆
を
巻
く
行
為
を
も
、
動
物
が

跳
躍
前
に
体
を
緊
張
さ
せ
る
行
為
を
も
指
す
」（
一
一
頁
）
と
わ
ざ
わ
ざ
注
釈
し
て
い
る
。

ち
な
み
に
、
こ
の
箇
所
は
日
本
語
の
新
共
同
訳
で
は
「
定
め
ら
れ
た
時
は
迫
っ
て
い
ま

す
」
と
訳
さ
れ
て
い
る
が
、
ヴ
ル
ガ
ー
タ
訳
、
英
語
、
ド
イ
ツ
語
、
イ
タ
リ
ア
語
等
の

翻
訳
で
は
こ
の
箇
所
は
単
純
に
「
時
は
短
い
」
と
い
う
意
味
の
み
で
あ
り
、そ
こ
に
「
縮

ま
る
」
と
い
う
意
味
が
加
わ
る
こ
と
は
な
い
。
ア
ガ
ン
ベ
ン
が
こ
の
箇
所
で
ベ
ン
ヤ
ミ

ン
を
ど
れ
だ
け
意
識
し
て
い
た
か
は
と
も
か
く
と
し
て
、「
時
の
収
縮
」
と
い
う
発
想
は

パ
ウ
ロ
の
テ
ク
ス
ト
そ
の
も
の
に
内
在
す
る
と
い
う
よ
り
も
、systéllō
と
い
う
語
の
解

釈
を
通
じ
て
ア
ガ
ン
ベ
ン
に
よ
っ
て
作
り
出
さ
れ
て
い
る
印
象
を
受
け
る
。
ち
な
み
に
、

こ
の
「
時
は
縮
ま
っ
て
い
ま
す
」
と
い
う
箇
所
お
よ
び
「
今
の
時
に
」
と
い
う
箇
所
は
、

ベ
ン
ヤ
ミ
ン
が
読
ん
で
い
た
と
思
わ
れ
る
一
九
一
二
年
の
ル
タ
ー
訳
聖
書
で
は
、
そ
れ

ぞ
れD

ie Zeit ist kurz

とjetzt zu dieser Zeit

と
な
っ
て
い
る
。
少
な
く
と
も
、
こ
の

パ
ウ
ロ
書
簡
の
箇
所
が
そ
れ
自
体
で
直
接
的
に
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
が
時
間
の
停
止
や
「
い
ま

の
と
き
」(Jetztzeit)

に
つ
な
が
る
発
想
を
得
た
と
は
考
え
に
く
い
。

25　

G
SI, 1232.

（『
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
・
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
７
』
五
八
一
―
五
八
二
頁
。）


