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序　

論

　

マ
イ
ス
タ
ー
・
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
（M

eister Eckhart, ca.1260-1328

）
は

中
世
ド
イ
ツ
に
生
き
た
ド
ミ
ニ
コ
会
の
神
学
者
で
あ
り
、
主
に
14
世
紀
に
活
躍

し
た
思
想
家
で
あ
る
が
、
キ
リ
ス
ト
教
徒
が
最
終
的
に
追
及
す
べ
き
目
標
た
る

至
福
（beatitudo

）
に
つ
い
て
、
彼
の
著
作
『
創
世
記
比
喩
解
』
の
う
ち
で

は
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

（
…
前
略
…
）
至
福
は
永
遠
の
生
命
で
あ
る
か
ら
、
本
来
的
に
は
知
性
の

う
ち
に
、
な
い
し
は
神
の
本
質
認
識
の
う
ち
に
存
す
る
の
で
あ
っ
て
、
そ

れ
は
次
の
言
葉
に
よ
っ
て
い
る
。「
永
遠
の
生
命
と
は
、
唯
一
の
真
な
る

神
で
あ
る
あ
な
た
の
み
を
知
る
こ
と
で
す
」（
ヨ
ハ17

：3

（
（
（

）

　

エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
は
ト
マ
ス
・
ア
ク
ィ
ナ
ス
『
命
題
集
注
解
』
に
し
た
が
い
、

至
福
が
本
来
的
に
は
知
性
（intellectus

）
の
う
ち
に
存
す
る
と
理
解
し
て
い

る
の
で
あ
る
が
（
（
（

、
こ
こ
で
は
そ
の
知
性
の
内
に
存
す
る
至
福
が
、
ヨ
ハ
ネ
福
音

書
の
文
句
を
権
威
（auctoritas

）
と
し
て
、
特
に
神
の
本
質
認
識
（cognitio 

dei per essentiam

）
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

で
は
し
か
し
、
こ
う
し
た
神
の
本
質
認
識
を
、
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
は
ど
の
よ
う

に
生
ず
る
も
の
と
し
て
理
解
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
本
稿
で
は
こ
の
点
を
検

討
し
た
い
。
そ
の
際
、
神
認
識
の
手
段
と
し
て
の
人
間
知
性
の
働
き
に
着
目
し
、

エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
が
理
解
し
た
知
性
の
働
き
に
二
つ
の
側
面
が
あ
っ
た
こ
と
を
指

摘
し
た
い
。
そ
れ
は
ま
ず
タ
ブ
ラ
・
ラ
サ
と
し
て
の
側
面
で
あ
り
、
次
に
あ
ら

ゆ
る
存
在
者
の
像
（im

ago

）
と
し
て
の
側
面
で
あ
る
。
本
稿
で
は
こ
の
う
ち

第
二
の
、
あ
ら
ゆ
る
存
在
者
の
像
と
し
て
の
知
性
と
い
う
性
格
が
、
エ
ッ
ク
ハ

ル
ト
よ
り
時
代
を
遡
る
ド
ミ
ニ
コ
会
の
先
達
で
あ
る
フ
ラ
イ
ベ
ル
ク
の
デ
ィ
ー

ト
リ
ヒ
（D

ietrich von Freiberg, 1240-1318

）
に
よ
る
知
性
論
の
伝
統
を

色
濃
く
受
け
継
い
で
い
る
こ
と
を
指
摘
し
た
い
。
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
は
デ
ィ
ー
ト

リ
ヒ
的
な
知
性
論
に
変
更
を
加
え
つ
つ
こ
れ
を
受
容
し
、
人
間
の
知
性
を
神
認

マ
イ
ス
タ
ー
・
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
の
知
性
理
解

若
　
松
　
功
一
郎
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識
に
際
し
て
不
可
欠
の
契
機
と
し
て
理
解
し
て
い
く
の
で
あ
る
。
以
下
に
詳
述

す
る
。

タ
ブ
ラ
・
ラ
サ
と
し
て
の
人
間
知
性

　

ラ
テ
ン
語
著
作
集
を
見
渡
し
て
み
る
と
、
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
が
人
間
知
性
を
白

紙
、
な
い
し
拭
わ
れ
た
板
と
表
現
し
て
い
る
箇
所
が
多
数
目
に
つ
く
。
エ
ッ
ク

ハ
ル
ト
に
よ
れ
ば
、
種
と
し
て
の
人
間
が
持
つ
特
性
、
す
な
わ
ち
種
差
は
知
性

的
な
も
の
（intellectivum

）
に
存
す
る
が
、
こ
の
人
間
知
性
は
神
の
知
性
か

ら
は
る
か
に
遠
ざ
か
っ
て
お
り
（
（
（

、
神
、
天
使
な
ど
と
い
っ
た
知
性
的
な
も
の
の

序
列
に
お
い
て
は
最
下
位
に
属
す
る
も
の
で
あ
る
（
（
（

。
こ
の
よ
う
に
限
界
を
設
け

ら
れ
た
人
間
知
性
は
外
界
の
対
象
を
感
覚
が
あ
ら
か
じ
め
把
握
し
な
け
れ
ば
自

力
で
は
何
も
把
握
す
る
こ
と
が
な
い
の
で
あ
り
、
拭
わ
れ
た
板
（tabula 

rasa

）
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
（
（
（

。
こ
の
意
味
で
人
間
知
性
は
感
覚
の
も
た
ら
す

表
象
像
に
依
存
し
て
い
る
と
言
わ
れ
る
の
で
あ
る
（
（
（

。
例
え
ば
著
作
『
創
世
記
比

喩
解
』
に
お
い
て
は
次
の
よ
う
に
言
わ
れ
て
い
る
。

（
…
前
略
…
）
ま
ず
第
一
に
断
っ
て
お
き
た
い
の
は
、
人
間
は
「
理
性
的

動
物
」
に
し
て
「
神
の
似
像
に
か
た
ど
っ
て
」（
創
世
記1

：27

）
造
ら

れ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
感
覚
的
な
も
の
よ
り
も
い
っ
そ
う
高
い
何
か
で
あ

り
、
理
性
的
な
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
我
々
の
知
性

は
哲
学
者
［
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
］
に
よ
る
と
、
裸
で
拭
わ
れ
た
板
の
よ
う

な
も
の
で
あ
り
、
知
性
的
な
も
の
の
位
階
に
お
い
て
は
物
体
的
な
も
の
の

位
階
に
お
け
る
第
一
質
料
と
同
じ
く
最
下
位
に
あ
り
、
そ
れ
は
注
釈
者

［
ア
ヴ
ェ
ロ
エ
ス
］
が
言
う
と
お
り
で
あ
る
。
さ
ら
に
ま
た
我
々
が
「
表

象
像
な
く
し
て
知
性
認
識
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
っ
て
」、
そ
れ
は

ち
ょ
う
ど
物
体
的
道
具
な
く
し
て
は
「
織
っ
た
り
、
建
て
た
り
」
す
る
こ

と
が
で
き
な
い
の
と
同
じ
で
あ
る
。（
…
中
略
…
）
そ
れ
ゆ
え
に
、
最
初

の
議
論
か
ら
最
後
の
議
論
ま
で
た
ど
る
と
、
人
間
は
感
覚
的
な
も
の
な
く

し
て
は
完
全
で
は
あ
り
え
な
い
こ
と
に
な
る
（
（
（

。

人
間
と
は
「
理
性
的
動
物
」（anim

al rationale

）
で
あ
る
、
と
い
う
ボ
エ
テ
ィ

ウ
ス
の
定
義
（
（
（

と
と
も
に
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
『
霊
魂
論
』
第
三
巻
（
（
（

が
引
か
れ
、
種

差
と
し
て
人
間
を
他
の
動
物
種
か
ら
区
別
す
る
知
性
が
、
感
覚
的
な
も
の

（sensitivum

）
に
依
存
す
る
こ
と
が
語
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
こ
こ
で
エ
ッ

ク
ハ
ル
ト
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
以
来
の
伝
統
に
則
り
、
感
覚
に
対
す
る
知
性
の

依
存
性
と
、
い
わ
ば
ア
・
プ
リ
オ
リ
な
知
の
否
定
と
を
「
拭
わ
れ
た
板
」
と
い

う
言
葉
で
定
式
化
し
た
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

　

以
上
、
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
が
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
『
霊
魂
論
』
を
典
拠
と
し
て
、

人
間
の
能
力
で
あ
る
か
ぎ
り
に
お
け
る
知
性
に
つ
い
て
理
解
し
た
と
こ
ろ
を
見

て
き
た
。
し
か
し
な
が
ら
こ
と
神
認
識
に
お
い
て
、
こ
の
種
の
知
性
が
役
割
を

担
う
こ
と
が
な
い
の
は
明
白
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
神
と
は
一
切
の
質
料
性
を

欠
い
た
存
在
そ
の
も
の
（ipsum

 esse

）
で
あ
り
、
人
間
の
能
力
で
あ
る
限
り

の
知
性
が
感
覚
認
識
に
絶
対
的
に
依
存
し
て
い
る
以
上
、
い
か
な
る
感
覚
的
質
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料
性
を
も
持
た
な
い
神
を
、
こ
の
種
の
知
性
が
把
握
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ

る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
至
福
が
知
性
の
う
ち
に
存
す
る
と
い
う
と
き
、

エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
は
い
か
な
る
事
態
を
想
定
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
こ

と
に
つ
い
て
見
る
た
め
、
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
の
知
性
理
解
に
影
響
を
与
え
た
と
お

ぼ
し
き
、
デ
ィ
ー
ト
リ
ヒ
の
知
性
論
に
つ
い
て
以
下
に
概
観
し
た
い
。

フ
ラ
イ
ベ
ル
ク
の
デ
ィ
ー
ト
リ
ヒ
に
よ
る
知
性
論

　

エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
と
ト
マ
ス
・
ア
ク
ィ
ナ
ス
の
共
通
の
師
に
あ
た
る
人
物
と
し

て
、「
普
遍
博
士
」（doctor universalis
）
と
呼
ば
れ
た
ド
ミ
ニ
コ
会
士
、
ア

ル
ベ
ル
ト
ゥ
ス
・
マ
グ
ヌ
ス
（A

lbertus M
agnus, ca.1193-1280

）
が
い
る
が
、

ア
ル
ベ
ル
ト
ゥ
ス
の
唱
え
た
新
プ
ラ
ト
ン
主
義
的
知
性
論
は
、
当
時
の
ケ
ル
ン

に
お
い
て
大
き
な
影
響
力
を
持
ち
（
（（
（

、「
ア
ル
ベ
ル
ト
ゥ
ス
学
派
」
と
呼
ば
れ
る

学
統
を
形
成
し
て
い
た
。
シ
ュ
ト
ラ
ー
ス
ブ
ル
ク
の
フ
ー
ゴ
ー
（H

ugh von 

Straßburg, ca.1210-70

）、
シ
ュ
ト
ラ
ー
ス
ブ
ル
ク
の
ウ
ル
リ
ヒ
（U

lrich 

von Straßburg, ca.1220-1277

）
等
が
こ
れ
に
属
す
る
が
、
デ
ィ
ー
ト
リ
ヒ

は
彼
ら
と
異
な
り
、
ア
ル
ベ
ル
ト
ゥ
ス
に
直
接
教
え
を
受
け
た
と
い
う
事
実
は

確
認
で
き
ず
、
そ
れ
ゆ
え
ア
ル
ベ
ル
ト
ゥ
ス
学
派
の
第
二
世
代
と
呼
ば
れ
る
こ

と
も
あ
る
（
（（
（

。

　

で
は
、
デ
ィ
ー
ト
リ
ヒ
の
唱
え
た
知
性
論
に
つ
い
て
見
て
い
き
た
い
。
エ
ッ

ク
ハ
ル
ト
と
同
じ
く
、
デ
ィ
ー
ト
リ
ヒ
の
思
想
も
ま
た
、
そ
の
目
指
す
と
こ
ろ

は
「
至
福
な
る
生
の
う
ち
で
、
神
を
そ
の
本
質
の
純
粋
性
に
お
い
て
直
観
す
る

こ
と
（
（（
（

」
に
他
な
ら
な
い
の
で
あ
る
が
（
（（
（

、
で
は
こ
の
よ
う
な
直
観
の
主
体
と
な
る

知
性
を
、
デ
ィ
ー
ト
リ
ヒ
は
ど
の
よ
う
に
理
解
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

デ
ィ
ー
ト
リ
ヒ
は
著
作
『
至
福
直
観
に
つ
い
て
』（D

e visione beati-

fica

）
の
う
ち
で
、
ア
ヴ
ェ
ロ
エ
ス
『
形
而
上
学
註
解
』
第
５
巻
に
則
り
、
全

て
の
存
在
者
を
「
自
然
に
関
し
て
見
出
さ
れ
る
実
在
的
存
在
者
」（ens reale 

repertum
 apud naturam

）
と
、「
魂
の
内
な
る
存
在
者
な
い
し
概
念
的
存

在
者
」（ens in anim

a seu conceptionale

）
と
に
区
別
し
て
い
る
（
（（
（

。
デ
ィ
ー

ト
リ
ヒ
に
よ
れ
ば
、
実
在
的
存
在
者
と
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
い
う
実
体
や
他

の
九
つ
の
範
疇
の
類
が
適
用
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
は
例
え
ば
ト
マ
ス
の

い
う
実
在
的
存
在
者
と
概
ね
同
じ
で
あ
る
。
他
方
概
念
的
存
在
者
と
は
「
知
性

的
に
存
在
す
る
あ
ら
ゆ
る
も
の
」（om

ne id, quod intellectualiter est

）

で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
知
性
的
に
把
握
さ
れ
た
も
の
の
み
な
ら
ず
、
知
性
や
知
性

的
活
動
そ
れ
自
体
（ipsa intellectio

）
を
も
含
ん
で
い
る
（
（（
（

。
つ
ま
り
、
再
び

ト
マ
ス
と
の
比
較
で
い
う
な
ら
ば
、
デ
ィ
ー
ト
リ
ヒ
の
概
念
的
存
在
者
は
、
ト

マ
ス
の
概
念
的
存
在
者
（ens rationis

）
を
内
包
す
る
ば
か
り
か
、
概
念
把

握
を
行
う
当
の
知
性
や
、
知
性
的
活
動
そ
れ
自
体
を
も
含
ん
で
い
る
と
い
う
こ

と
に
な
る
。

　

そ
し
て
こ
う
し
た
概
念
的
存
在
者
は
、
自
然
に
関
し
て
見
出
さ
れ
る
実
在
的

存
在
者
と
は
異
な
り
、
十
の
範
疇
に
よ
っ
て
区
別
さ
れ
な
い
と
デ
ィ
ー
ト
リ
ヒ

は
語
る
。
デ
ィ
ー
ト
リ
ヒ
の
言
う
と
こ
ろ
は
こ
う
で
あ
る
。

知
性
は
諸
範
疇
の
類
の
外
側
に
あ
り
、
い
か
な
る
諸
範
疇
の
類
の
内
に
も
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な
い
の
で
あ
る
が
、
そ
の
理
由
は
第
一
に
、
単
純
な
も
の
が
範
疇
的
な
も

の
の
諸
々
の
類
に
よ
る
区
分
の
外
側
で
見
出
さ
れ
る
か
ら
で
あ
り
、
第
二

に
自
然
的
な
も
の
が
概
念
的
な
も
の
に
対
置
さ
れ
る
限
り
に
お
い
て
、
諸

範
疇
の
諸
々
の
類
は
自
然
お
よ
び
存
在
者
の
自
然
的
方
法
に
即
し
て
分
け

ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
（
（（
（

。

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
十
の
範
疇
は
自
然
に
お
け
る
実
在
的
存
在
者
の
区
分
を
意

図
し
て
立
て
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
概
念
的
存
在
者
は
そ
う
し
た
範
疇
に

よ
っ
て
規
定
さ
れ
ず
、
む
し
ろ
そ
の
区
分
を
超
出
す
る
と
デ
ィ
ー
ト
リ
ヒ
は
言

う
の
で
あ
る
。

　

さ
ら
に
デ
ィ
ー
ト
リ
ヒ
は
、
こ
う
し
た
認
識
の
際
の
知
性
の
無
規
定
性
と
い

う
と
こ
ろ
か
ら
、
以
下
に
見
る
と
お
り
、
知
性
の
対
象
を
何
性
（quiditas

）

一
般
、
な
い
し
存
在
者
（ens

）
一
般
で
あ
る
と
し
て
い
く
。
デ
ィ
ー
ト
リ
ヒ

は
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。

知
性
認
識
の
際
こ
の
も
の
や
他
の
も
の
に
規
定
さ
れ
な
い
、
と
い
う
知
性

の
本
質
の
固
有
性
か
ら
し
て
、
知
性
と
は
一
般
的
か
つ
普
遍
的
な
本
性
で

あ
る
。
こ
の
こ
と
は
知
性
の
対
象
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
の
対
象
と
は

あ
れ
こ
れ
の
何
性
で
は
な
く
、
普
遍
的
な
仕
方
で
あ
ら
ゆ
る
何
性
な
の
で

あ
り
、
ま
た
存
在
者
で
あ
る
限
り
に
お
け
る
存
在
者
、
す
な
わ
ち
存
在
者

の
理
念
を
有
す
る
あ
ら
ゆ
る
も
の
で
あ
る
。
然
る
に
知
性
の
本
質
と
は
、

知
性
的
な
仕
方
で
存
在
す
る
あ
ら
ゆ
る
も
の
で
あ
る
の
だ
か
ら
、
知
性
自

体
が
本
質
に
よ
っ
て
、
あ
ら
ゆ
る
存
在
者
の
似
像
を
自
ら
の
内
に
知
性
的

な
仕
方
で
、
し
か
も
単
純
な
仕
方
で
、
す
な
わ
ち
そ
の
単
純
な
本
性
の
属

性
に
し
た
が
っ
て
産
む
こ
と
が
必
然
で
あ
り
、
そ
し
て
知
性
そ
の
も
の
が

知
性
的
に
何
ら
か
の
仕
方
で
全
存
在
者
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
必
然
で
あ

る
（
（（
（

。

認
識
の
際
に
範
疇
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
な
い
、
と
い
う
知
性
が
持
つ
前
述
の
固

有
性
（proprietas

）
を
根
拠
に
、
知
性
の
対
象
が
あ
ら
ゆ
る
何
性
（quae-

cum
que quiditas

）
で
あ
り
、
存
在
者
で
あ
る
限
り
に
お
け
る
存
在
者
（ens 

inquantum
 ens

）
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
デ
ィ
ー
ト
リ
ヒ
は
知

性
の
無
規
定
性
を
理
由
と
し
て
、
知
性
が
範
疇
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
な
い
以
上
、

知
性
認
識
は
本
来
的
に
存
在
一
般
、
そ
し
て
何
性
一
般
へ
と
向
か
う
は
ず
だ
と

い
う
の
で
あ
る
。
し
か
し
問
題
は
、
こ
こ
で
知
性
が
「
何
ら
か
の
仕
方
で
全
存

在
者
で
あ
る
」（quodam

m
odo om

ne ens esse

）
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
で

あ
る
。
デ
ィ
ー
ト
リ
ヒ
は
知
性
の
対
象
が
存
在
者
一
般
で
あ
る
と
い
う
こ
と
と
、

知
性
が
何
ら
か
の
仕
方
で
全
存
在
者
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
直
ち
に
結
び
つ
け

て
い
る
が
、
こ
の
論
理
展
開
は
ど
の
よ
う
に
し
て
可
能
と
な
る
の
だ
ろ
う
か
。

こ
の
点
を
次
節
に
て
論
じ
た
い
。

可
能
知
性
の
本
質
的
原
因
と
し
て
の
能
動
知
性

　

以
上
前
項
で
は
、
範
疇
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
な
い
と
い
う
デ
ィ
ー
ト
リ
ヒ
の
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知
性
理
解
を
確
認
し
た
の
ち
、
こ
の
知
性
の
無
規
定
性
か
ら
、
知
性
の
対
象
が

存
在
者
一
般
で
あ
る
と
さ
れ
る
に
至
る
論
の
流
れ
を
見
た
。
で
は
、
こ
の
知
性

の
対
象
が
存
在
者
一
般
で
あ
る
と
い
う
こ
と
と
、
知
性
が
全
存
在
者
で
あ
る
と

い
う
こ
と
と
は
、
ど
の
よ
う
に
関
係
す
る
の
だ
ろ
う
か
。

　

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
知
性
論
の
伝
統
を
つ
い
だ
ト
マ
ス
・
ア
ク
ィ
ナ
ス
は
、

知
性
は
認
識
対
象
の
可
知
的
形
象
（species intelligibilis

）
を
受
け
る
こ
と
で
、

或
る
意
味
で
認
識
対
象
と
等
し
い
も
の
に
な
る
と
理
解
し
た
。
す
な
わ
ち
知
性

は
可
能
的
に
は
全
て
の
も
の
た
り
う
る
の
で
あ
り
、
知
性
の
こ
の
よ
う
な
働
き

は
可
能
知
性
（intellectus possibilis
）
と
呼
ば
れ
る
。
こ
の
こ
と
を
逆
に
言

え
ば
可
能
知
性
は
認
識
作
用
が
生
ず
る
以
前
は
何
も
の
で
も
な
い
の
で
あ
り
、

外
界
か
ら
の
形
象
を
待
っ
て
は
じ
め
て
対
象
と
一
致
す
る
の
で
あ
る
。
一
方
で
、

感
覚
か
ら
引
き
受
け
た
可
感
的
形
象
（species sensibilis

）
か
ら
質
料
性

（m
aterialitas

）
を
捨
象
す
る
役
割
を
、
ト
マ
ス
は
能
動
知
性
（intellectus 

agens

）
と
呼
称
し
た
（
（（
（

。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
『
霊
魂
論
』
の
う
ち
で
提
起
し

た
知
性
の
二
区
分
は
、
中
世
に
お
い
て
以
上
の
よ
う
な
形
で
受
容
さ
れ
て
い
た

の
で
あ
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
デ
ィ
ー
ト
リ
ヒ
が
こ
の
構
図
を
踏
襲
し
て
い
た
と
す
る
と
、

知
性
が
全
存
在
者
で
あ
る
4

4

、
と
い
う
先
の
言
明
は
成
り
た
た
な
く
な
る
。
な
ぜ

な
ら
知
性
は
外
界
か
ら
の
形
象
を
得
て
は
じ
め
て
な
ん
ら
か
の
も
の
に
な
る
4

4

の

で
あ
り
、
そ
の
形
象
が
到
来
す
る
以
前
、
す
な
わ
ち
認
識
以
前
は
何
も
の
で
も

な
い
こ
と
に
な
る
は
ず
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
こ
こ
か
ら
予
想
さ
れ
る
の

は
、
デ
ィ
ー
ト
リ
ヒ
が
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
─
ト
マ
ス
的
伝
統
と
は
異
な
っ
た
知

性
論
に
与
し
て
い
た
と
い
う
事
態
で
あ
る
。
で
は
そ
の
内
容
と
は
ど
の
よ
う
な

も
の
か
。

　

デ
ィ
ー
ト
リ
ヒ
の
思
想
を
特
徴
づ
け
る
論
の
ひ
と
つ
に
、「
本
質
的
原
因
論
」

（die T
heorie der causa essentia

（
（（
（lis

）
と
い
う
も
の
が
あ
る
。
す
な
わ
ち

デ
ィ
ー
ト
リ
ヒ
は
著
作
『
分
離
さ
れ
た
存
在
者
の
認
識
に
つ
い
て
』
に
お
い
て
、

原
因
を
二
つ
の
種
類
に
大
別
す
る
。
そ
れ
は
本
質
的
原
因
（causa essentia-

lis

）
と
附
帯
的
原
因
（causa accidentalis

）
で
あ
る
。
そ
こ
で
デ
ィ
ー
ト
リ

ヒ
は
本
質
的
原
因
を
、「
そ
れ
自
体
と
し
て
な
ん
ら
か
の
実
体
を
生
じ
さ
せ
、

そ
の
作
用
の
根
拠
も
実
体
で
あ
り
、
附
帯
的
な
も
の
で
は
な
い
実
体
」（sub-

stantia, cui convenit per se producere aliquam
 substantiam

 et cui 

ratio agenda est sua substantia et non aliquid accidens

）
と
定
義
す

る
（
（（
（

。
さ
ら
に
デ
ィ
ー
ト
リ
ヒ
は
、
本
質
的
原
因
が
「
知
性
的
生
命
」（vita 

intellectualis

）
で
あ
り
、
か
つ
「
現
実
態
に
お
け
る
知
性
」（intellectus in 

actu

）
に
他
な
ら
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
（
（（
（

。

　

そ
し
て
、
以
上
の
本
質
的
原
因
論
に
よ
っ
て
デ
ィ
ー
ト
リ
ヒ
が
述
べ
よ
う
と

し
て
い
た
こ
と
の
ひ
と
つ
が
、
能
動
知
性
と
可
能
知
性
と
の
関
係
な
の
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
デ
ィ
ー
ト
リ
ヒ
は
、
能
動
知
性
が
可
能
知
性
に
対
し
て
、「
能
動
的

原
理
が
基
体
と
し
て
の
質
料
に
」（principium

 activum
 ad subiectam

 

m
ater

（
（（
（

iam

）
か
か
わ
る
よ
う
な
仕
方
で
か
か
わ
る
と
理
解
し
、
現
実
態
に
お

け
る
知
性
と
し
て
の
能
動
知
性
を
、
可
能
知
性
を
実
体
た
ら
し
め
る
本
質
的
原

因
と
見
な
す
の
で
あ
る
（
（（
（

。
可
能
知
性
が
そ
れ
自
体
と
し
て
は
純
粋
な
可
能
性
で

あ
り
、
形
象
な
し
に
は
存
在
し
え
な
い
と
い
う
こ
と
は
先
に
述
べ
た
が
、
能
動
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知
性
は
可
能
知
性
に
形
象
を
与
え
る
こ
と
で
、
可
能
知
性
を
存
在
せ
し
め
る
と

い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
実
体
化
し
た
可
能
知
性
が
先
述
の
と
お
り
存

在
者
一
般
を
認
識
す
る
と
す
る
な
ら
、
能
動
知
性
も
ま
た
、
本
質
的
に
全
存
在

者
の
似
像
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。こ
の
こ
と
を
デ
ィ
ー
ト
リ
ヒ
は
、著
作
『
知

性
と
知
性
認
識
さ
れ
る
も
の
に
つ
い
て
』
で
次
の
よ
う
に
表
現
し
て
い
る
。

考
慮
さ
れ
る
べ
き
は
以
下
の
事
柄
で
あ
る
。
全
て
の
知
性
は
知
性
で
あ
る

か
ぎ
り
に
お
い
て
、
存
在
者
全
体
の
、
或
い
は
存
在
者
で
あ
る
か
ぎ
り
に

お
け
る
存
在
者
の
一
つ
の
似
像
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
は
知
性
の
本
質
に

よ
っ
て
そ
う
で
あ
る
。
哲
学
者
が
『
霊
魂
論
』
に
お
い
て
、
能
動
知
性
が

全
て
の
事
物
を
造
る
能
力
を
持
っ
て
お
り
、
一
方
可
能
知
性
は
全
て
の
事

物
に
な
る
能
力
を
持
っ
て
い
る
と
指
摘
し
て
い
る
の
は
、
こ
の
こ
と
に
基

づ
く
。
実
に
こ
の
こ
と
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
知
性
が
本
質
的
に
全
て
の
存
在

者
の
似
像
で
あ
る
が
ゆ
え
に
起
こ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
ら
の
一
方
、
す
な

わ
ち
能
動
知
性
が
作
用
に
お
い
て
似
像
で
あ
り
、
他
方
す
な
わ
ち
可
能
知

性
が
、
そ
れ
が
理
解
す
る
前
の
可
能
態
に
お
い
て
似
像
で
あ
る
と
し
て
も
、

先
述
の
こ
と
は
真
で
あ
る
（
（（
（

。

能
動
知
性
が
本
質
的
原
因
と
し
て
可
能
知
性
を
実
体
化
さ
せ
、
実
体
化
し
た
知

性
が
あ
ら
ゆ
る
存
在
者
の
似
像
で
あ
る
以
上
、
能
動
知
性
は
認
識
成
立
以
前
に
、

全
て
の
存
在
者
の
形
象
を
含
み
も
つ
も
の
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
形
象
を
絶

対
的
に
外
界
か
ら
の
抽
象
の
結
果
と
考
え
る
ト
マ
ス
主
義
的
伝
統
に
対
し
、

デ
ィ
ー
ト
リ
ヒ
は
可
能
知
性
を
実
体
化
さ
せ
る
イ
デ
ア
的
形
象
の
由
来
を
能
動

知
性
と
見
る
こ
と
で
、
能
動
知
性
の
う
ち
に
形
象
が
い
わ
ば
ア
・
プ
リ
オ
リ
に

備
わ
る
と
説
く
こ
と
が
で
き
た
。
そ
し
て
知
性
認
識
が
本
性
的
に
存
在
者
一
般

に
向
か
う
以
上
、
能
動
知
性
に
備
わ
る
形
象
は
全
て
の
存
在
者
の
も
の
で
な
け

れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
の
知
性
理
解

　

以
上
、
デ
ィ
ー
ト
リ
ヒ
が
能
動
知
性
を
可
能
知
性
の
原
因
と
み
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
能
動
知
性
の
内
に
全
て
の
存
在
者
の
形
象
が
存
在
す
る
と
説
く
に

至
っ
た
過
程
を
見
て
き
た
。
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
も
ま
た
こ
う
し
た
考
え
を
デ
ィ
ー

ト
リ
ヒ
か
ら
受
け
継
い
で
い
く
の
で
あ
る
が
、
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
の
テ
ク
ス
ト
に

お
い
て
、
能
動
知
性
と
い
う
語
が
登
場
す
る
頻
度
は
、
デ
ィ
ー
ト
リ
ヒ
の
も
の

に
比
し
て
は
る
か
に
少
な
い
。
す
な
わ
ち
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
は
能
動
知
性
と
い
う

語
に
か
え
て
、
単
に
知
性
と
い
う
語
を
も
っ
て
デ
ィ
ー
ト
リ
ヒ
的
能
動
知
性
に

つ
い
て
多
く
語
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
様
子
を
以
下
に
確
認
し
よ
う
。

　

エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
は
著
作
『
創
世
記
註
解
』
の
第
115
節
に
お
い
て
、「
我
々
に

か
た
ど
り
、
我
々
に
似
せ
て
、
人
を
造
ろ
う
」（faciam

us hom
inem

 ad 

im
aginem

 et sim
ilitudinem

 nostram

）
と
い
う
創
世
記
の
言
葉
を
解
釈
し
、

人
間
が
神
に
似
せ
て
造
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
は
い
か
な
る
意
味
を
持
つ
の
か
に

つ
い
て
説
明
し
て
い
る
。
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
に
よ
れ
ば
、
知
性
的
存
在
者
と
し
て

の
人
間
を
の
ぞ
く
あ
ら
ゆ
る
被
造
物
は
神
の
内
に
そ
の
原
因
と
な
る
イ
デ
ア
的
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な
像
を
持
ち
、
そ
れ
ら
を
原
因
と
し
て
、
種
（species

）
と
し
て
限
定
さ
れ

る
形
で
存
在
す
る
（
（（
（

。
こ
の
よ
う
な
知
性
的
で
な
い
存
在
者
の
あ
り
方
に
対
し
、

知
性
的
な
存
在
者
の
あ
り
方
に
つ
い
て
、
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
は
次
の
よ
う
に
語
っ

て
い
る
。

（
…
前
略
…
）
知
性
的
存
在
は
神
の
う
ち
に
イ
デ
ア
的
な
も
の
と
し
て
あ

る
或
る
何
か
で
は
な
く
、
む
し
ろ
神
そ
の
も
の
を
似
像
と
し
て
持
つ
。
こ

の
理
由
と
し
て
あ
げ
ら
れ
る
の
は
、「
知
性
そ
れ
自
体
は
そ
れ
に
よ
っ
て

［
事
物
の
認
識
に
際
し
］
す
べ
て
の
も
の
に
な
る
と
こ
ろ
の
能
力
で
あ
っ

て
」、
種
に
関
し
て
こ
れ
こ
れ
し
か
じ
か
に
決
定
さ
れ
て
い
る
も
の
で
は

な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
哲
学
者
［
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
］
に
よ
れ

ば
「
知
性
は
或
る
意
味
に
お
い
て
す
べ
て
で
あ
り
」、
全
存
在
者
で
あ
る
。

（
…
中
略
…
）
そ
し
て
こ
の
こ
と
が
こ
こ
で
言
わ
れ
て
い
る
、
我
々
の
う

ち
の
或
る
も
の
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、「
我
々
に
か
た
ど
り
、
我
々
に
似

せ
て
人
を
造
ろ
う
」
と
い
う
言
葉
の
意
味
で
あ
る
（
（（
（

。

　

エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
が
人
間
の
知
性
を
理
解
す
る
際
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
由
来

す
る
伝
統
を
踏
襲
し
て
い
る
こ
と
は
先
に
述
べ
た
が
、
こ
こ
で
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト

は
、
知
性
と
は
「
あ
ら
ゆ
る
も
の
に
な
る
能
力
」
で
あ
る
（
（（
（

と
い
う
ア
リ
ス
ト
テ

レ
ス
の
言
葉
を
権
威
と
し
て
（
（（
（

、
知
性
理
解
に
お
い
て
さ
ら
に
一
歩
を
進
め
よ
う

と
し
て
い
る
。

　

先
に
述
べ
た
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
─
ト
マ
ス
的
伝
統
に
比
し
て
、
デ
ィ
ー
ト
リ

ヒ
─
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
系
列
の
知
性
論
が
特
徴
的
で
あ
る
の
は
、
任
意
の
認
識
対

象
と
同
一
化
し
う
る
と
い
う
知
性
の
可
能
的
性
質
に
よ
っ
て
、
知
性
が
種
的
な

限
定
を
被
っ
て
い
な
い
と
理
解
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
（
（（
（

。
そ
れ
ゆ
え
上
の
引
用
に

あ
る
よ
う
に
、
知
性
的
存
在
者
と
は
神
の
内
に
あ
る
何
ら
か
の
イ
デ
ア
に
似
せ

て
造
ら
れ
た
の
で
は
な
く
、「
む
し
ろ
神
そ
の
も
の
を
似
像
と
し
て
持
つ
」

（ipsum
 deum

 sim
ilitudinem

 habere

）
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
つ
ま

り
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
は
、
対
象
と
同
一
化
す
る
と
い
う
知
性
の
可
能
的
性
質
に
着

目
し
、
知
性
が
種
的
な
限
定
を
免
れ
て
い
る
と
理
解
す
る
結
果
、
知
性
的
被
造

物
が
何
ら
か
の
個
別
的
イ
デ
ア
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
て
い
る
と
い
う
考
え
を
と

ら
ず
、
そ
れ
を
む
し
ろ
神
そ
の
も
の
の
像
と
捉
え
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を

エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
は
別
の
個
所
で
、「
人
間
は
神
の
全
実
体
の
像
に
即
し
て
造
ら

れ
て
い
る
（
（（
（

」
と
言
っ
て
い
る
。

　

さ
ら
に
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
に
よ
れ
ば
、
像
に
属
す
る
の
は
、
そ
れ
が
像
で
あ
る

と
こ
ろ
の
も
の
の
或
る
規
定
が
表
現
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
そ

れ
が
像
で
あ
る
と
こ
ろ
の
も
の
の
全
体
が
十
分
に
表
現
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ

と
で
あ
る
（
（（
（

。
つ
ま
り
神
の
像
で
あ
る
知
性
は
、
デ
ィ
ー
ト
リ
ヒ
の
場
合
と
同
様
、

神
を
、
或
い
は
存
在
の
全
体
を
十
分
に
表
現
す
る
も
の
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

そ
こ
で
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
は
、「
知
性
は
知
性
で
あ
る
か
ぎ
り
に
お
い
て
す
べ
て

の
存
在
者
の
似
像
で
あ
り
、
そ
れ
自
身
の
う
ち
に
存
在
者
の
総
体
性
を
含
ん
で

い
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
と
か
あ
れ
と
か
を
切
り
離
し
て
含
ん
で
い
る
の
で
は

な
い
（
（（
（

」
の
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
ギ
リ
シ
ア
人
た
ち
は
人
間
を
小
宇
宙
（m

icro-

cosm
os

）
と
称
し
た
の
だ
と
述
べ
て
い
る
（
（（
（

。
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以
上
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
が
タ
ブ
ラ
・
ラ
サ
と
し
て
の
知
性
と
い
う
ア
リ
ス
ト
テ

レ
ス
的
な
伝
統
か
ら
出
発
し
な
が
ら
も
、
そ
う
し
た
知
性
の
持
つ
受
容
可
能
性

に
着
目
し
、
そ
の
こ
と
か
ら
知
性
を
神
の
全
実
体
の
像
、
ひ
い
て
は
全
存
在
者

の
像
と
表
現
す
る
に
い
た
っ
た
こ
と
を
確
認
し
た
。
こ
れ
が
意
味
す
る
の
は
、

人
間
の
知
性
が
潜
勢
的
に
全
て
の
存
在
者
に
つ
い
て
の
知
を
、
い
わ
ば
ア
・
プ

リ
オ
リ
に
含
ん
で
い
る
と
い
う
事
態
で
あ
る
が
、
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
は
こ
の
こ
と

を
著
作
『
創
世
記
比
喩
解
』
に
お
い
て
、
次
の
よ
う
に
表
現
し
て
い
る
。

「
す
べ
て
の
知
恵
は
主
な
る
神
か
ら
く
る
」（
シ
ラ1

：1

）。
そ
れ
と
い

う
の
も
霊
魂
に
は
自
然
本
性
的
に
神
か
ら
刻
印
さ
れ
た
さ
ま
ざ
ま
な
第
一

の
始
原
が
あ
る
が
、
そ
れ
ら
の
始
原
の
力
の
う
ち
に
、
全
て
の
知
は
そ
れ

ら
全
て
の
点
に
お
い
て
、
潜
勢
的
に
し
て
根
源
的
に
含
ま
れ
て
い
る
か
ら

で
あ
る
。
こ
れ
ゆ
え
に
ま
た
プ
ラ
ト
ン
が
主
張
し
た
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、

知
は
霊
魂
の
う
ち
に
先
天
的
に
あ
る
が
、
探
求
と
感
覚
と
の
修
練
に
よ
っ

て
、
霊
魂
の
秘
所
よ
り
知
性
体
の
突
端
へ
と
呼
び
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

か
く
て
ま
た
、
或
る
昔
の
哲
学
者
が
主
張
す
る
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
全
て

の
実
体
的
形
相
は
質
料
の
う
ち
に
隠
れ
て
い
た
の
で
あ
り
、
ま
た
今
も
隠

れ
て
い
る
の
で
あ
る
（
…
後
略
…
（
（（
（

）。

霊
魂
の
内
な
る
第
一
の
始
原
（prim

um
 principium

）
の
う
ち
に
、「
全
て

の
知
」（om

nis sapientia

）
が
「
潜
在
的
に
し
て
根
源
的
に
」（virtualiter 

et radicaliter

）、
な
い
し
先
天
的
に
含
ま
れ
て
い
る
、
と
明
確
に
述
べ
ら
れ

て
い
る
。
こ
こ
に
お
い
て
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
の
知
性
理
解
が
、
先
述
の
ア
リ
ス
ト

テ
レ
ス
的
タ
ブ
ラ
・
ラ
サ
と
し
て
の
理
解
か
ら
離
れ
始
め
て
い
る
こ
と
は
明
確

で
あ
り
、
そ
れ
は
プ
ラ
ト
ン
の
言
葉
（
（（
（

が
ひ
か
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で

あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
全
て
の
知
は
「
霊
魂
の
秘
所
」（m

entis abditum

）
の

う
ち
に
、
あ
た
か
も
実
体
的
形
相
（form

a substantialis

）
が
質
料
の
う
ち

に
隠
さ
れ
て
い
る
か
の
如
く
に
隠
れ
て
さ
れ
て
い
る
、
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

さ
て
こ
こ
で
再
度
強
調
し
て
お
き
た
い
の
は
、
人
間
の
知
性
が
全
て
の
知
を

有
し
て
い
る
と
言
わ
れ
た
際
、
そ
の
知
は
む
ろ
ん
経
験
的
な
知
で
は
な
い
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
、
著
作
『
ヨ
ハ
ネ
福
音
書
註
解
』
第
29
節
に
お

い
て
、
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
が
事
物
の
理
念
（ratio

）
に
二
種
類
の
も
の
を
区
別

し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
知
ら
れ
る
。
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

第
二
に
注
目
す
べ
き
こ
と
は
、
理
念
は
二
重
の
意
味
に
お
い
て
受
け
取
ら

れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
事
物
か
ら
知
性
に
よ
っ
て
受

け
取
ら
れ
た
、
な
い
し
抽
象
さ
れ
た
理
念
が
あ
り
、
こ
の
理
念
は
そ
れ
が

抽
象
さ
れ
て
く
る
事
物
よ
り
も
後
な
る
も
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
事
物
に
先

立
つ
理
念
も
あ
り
、
そ
れ
は
事
物
の
原
因
で
あ
り
、
定
義
が
告
知
す
る
理

念
で
あ
り
、
そ
の
理
念
を
知
性
は
、
事
物
の
内
的
な
始
原
に
お
い
て
把
握

す
る
の
で
あ
る
（
（（
（

。

引
用
前
半
に
述
べ
ら
れ
た
第
一
の
理
念
、
抽
象
さ
れ
た
理
念
は
、
人
間
が
経
験

の
結
果
、
い
わ
ば
帰
納
的
に
何
事
か
に
つ
い
て
抱
く
理
念
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
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し
て
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
は
、
事
物
の
原
因
と
し
て
、
事
物
の
存
在
に
先
行
す
る
よ

う
な
理
念
が
あ
る
と
い
う
。
こ
れ
は
神
の
内
に
あ
っ
て
事
物
の
原
因
と
な
る
よ

う
な
イ
デ
ア
的
理
念
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
「
先
な
る
理
念
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
。

　

こ
れ
ら
二
つ
の
理
念
の
う
ち
、
知
性
の
う
ち
に
先
在
す
る
の
が
第
一
の
理
念
、

す
な
わ
ち
事
物
か
ら
抽
象
さ
れ
た
理
念
で
な
い
こ
と
は
、
先
に
知
性
が
拭
わ
れ

た
板
（tabula rasa
）
と
呼
ば
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
も
明
白
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ

え
知
性
が
潜
勢
的
に
有
す
る
理
念
と
は
後
者
の
理
念
、
す
な
わ
ち
本
来
的
に
は

神
の
内
に
存
す
る
イ
デ
ア
的
理
念
で
あ
り
、
知
性
が
こ
れ
ら
全
て
の
理
念
を
有

す
る
が
ゆ
え
に
、
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
の
知
性
は
ま
さ
し
く
神
の
像
、
と

呼
ば
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

像
と
範
型

　

以
上
前
節
で
は
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
が
人
間
知
性
の
或
る
種
の
働
き
を
指
し
て
、

そ
れ
を
「
神
の
像
」
で
あ
る
と
理
解
し
て
い
た
点
に
つ
い
て
指
摘
し
た
。
で
は
、

こ
の
よ
う
に
神
の
像
で
あ
る
知
性
と
神
と
は
ど
の
よ
う
な
関
係
に
立
つ
も
の
で

あ
ろ
う
か
。
本
節
で
は
こ
の
こ
と
を
探
っ
て
い
き
た
い
。
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
は
著

作
『
ヨ
ハ
ネ
福
音
書
註
解
』
の
第
23
節
か
ら
の
箇
所
に
お
い
て
、「
聖
書
の
な

か
の
非
常
に
多
く
の
こ
と
、
特
に
神
の
独
り
子
に
つ
い
て
書
か
れ
て
い
る
こ
と
、

例
え
ば
彼
が
「
神
の
像
」（
Ⅱ
コ
リ4

：4

）
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
」（plurim

a 

in scriptura, specialiter illa quae de filio dei unigenito scribuntur, 

puta quod est im
ago d

（
（（
（ei

）
解
釈
し
、
像
（im

ago

）
と
「
そ
れ
が
帰
属
す

る
対
象
」（obiectum

, cuius est im
ago

）
す
な
わ
ち
範
型
（exem

plar

）

と
の
関
係
に
つ
い
て
九
つ
の
特
徴
を
挙
げ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
像
は
自

ら
の
全
存
在
を
範
型
か
ら
の
み
受
け
取
る
の
で
あ
り
（
（（
（

、
像
は
範
型
の
内
に
先
在

す
る
と
と
も
に
、
範
型
は
像
の
内
に
存
在
す
る
と
さ
れ
る
（
（（
（

。
そ
し
て
こ
の
よ
う

な
像
と
範
型
と
は
一
方
の
全
存
在
が
他
方
の
内
に
あ
り
、
い
か
な
る
異
質
な
も

の
も
存
在
し
な
い
か
ぎ
り
に
お
い
て
、
そ
れ
ら
自
体
と
し
て
は
一
で
あ
る
と
言

わ
れ
る
の
で
あ
る
（
（（
（

。
こ
う
し
た
範
型
と
像
と
の
関
係
は
無
論
、
神
の
三
位
一
体

に
お
け
る
父
と
子
と
の
関
係
を
念
頭
に
お
い
て
、
そ
れ
を
一
般
化
す
る
形
で
語

ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
は
こ
う
し
た
関
係
を
、
同
じ
著
作
に
お

い
て
同
名
同
義
的
（univocus

）
な
関
係
と
呼
ん
で
い
る
（
（（
（

。

　

以
上
の
よ
う
に
像
と
そ
の
対
象
と
の
関
係
は
、
三
位
一
体
に
お
け
る
父
と
子

と
の
関
係
と
同
様
に
同
名
同
義
的
な
も
の
な
の
で
あ
る
が
、
こ
の
こ
と
ゆ
え
に

『
ヨ
ハ
ネ
福
音
書
註
解
』
第
486
節
に
お
い
て
は
、
人
間
の
内
な
る
神
の
像
に
つ

い
て
次
の
よ
う
に
語
ら
れ
て
く
る
こ
と
に
な
る
。

（
…
前
略
…
）
上
に
す
で
に
言
わ
れ
た
よ
う
に
、
あ
ら
か
じ
め
自
分
自
身

の
う
ち
に
形
象
、
な
い
し
像
が
形
成
さ
れ
て
い
な
く
て
は
、
或
る
人
が
語

る
と
い
う
こ
と
は
不
可
能
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
形
象
な
い
し
像
は
、
そ

れ
が
語
る
も
の
で
あ
る
か
ぎ
り
、
自
分
自
身
の
す
べ
て
を
表
現
す
る
子
孫

な
い
し
子
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
さ
ら
に
そ
の
上
に
、
あ
ら
か
じ

め
聴
く
者
自
身
の
う
ち
に
形
象
と
像
、
す
な
わ
ち
子
孫
自
身
が
形
成
さ
れ

て
い
な
く
て
は
、
或
る
語
っ
て
い
る
人
の
言
う
こ
と
を
聴
き
理
解
す
る
こ
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と
は
不
可
能
で
あ
り
、
そ
れ
ら
の
形
象
と
像
と
は
全
て
の
点
に
お
い
て
、

語
る
も
の
の
う
ち
に
あ
る
も
の
へ
と
向
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
そ

れ
は
次
の
言
葉
に
よ
っ
て
い
る
。「
全
て
の
も
の
は
私
の
父
か
ら
私
に
引

き
渡
さ
れ
て
い
る
。
父
以
外
の
誰
も
子
を
知
ら
な
い
し
、
子
以
外
の
誰
も

父
を
知
ら
な
い
」（
マ
タ11

：27

）。（
…
中
略
…
）
神
が
語
る
こ
と
は
生

む
こ
と
で
あ
り
、
神
の
語
る
こ
と
を
聴
く
の
は
生
ま
れ
る
こ
と
で
あ
る
（
（（
（

。

は
じ
め
に
形
象
（species

）
な
い
し
像
（im

ago

）
が
そ
れ
を
語
り
だ
す
も
の

の
子
孫
（proles

）
で
あ
る
こ
と
が
言
わ
れ
、
神
と
神
の
言
葉
と
の
関
係
が
語

ら
れ
た
の
ち
、「
あ
ら
か
じ
め
聴
く
者
自
身
の
う
ち
に
形
象
と
像
、
す
な
わ
ち

子
孫
自
身
が
形
成
さ
れ
て
い
な
く
て
は
、
或
る
語
っ
て
い
る
人
の
言
う
こ
と
を

聴
き
理
解
す
る
こ
と
は
不
可
能
」
と
し
て
、
神
の
言
葉
を
聴
く
人
間
の
内
に
も
、

神
の
像
が
あ
ら
か
じ
め
存
在
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
こ

こ
で
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
は
、
人
間
の
内
な
る
神
の
像
と
し
て
の
知
性
を
、
神
の
子

な
い
し
子
孫
と
呼
ん
で
い
る
の
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
か
ら
も
分
か
る
と
お
り
、

神
と
神
を
映
し
こ
ん
だ
人
間
知
性
と
は
範
型
と
像
、
な
い
し
父
と
子
な
ど
と
同

様
に
、
同
名
同
義
的
な
関
係
に
立
つ
も
の
と
理
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て

こ
の
種
の
知
性
理
解
を
徹
底
し
て
い
く
な
ら
ば
、
そ
れ
は
知
性
が
非
被
造
的
で

あ
る
と
い
う
結
論
を
指
し
示
す
の
で
あ
り
、
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
の
教
説
が
含
む
そ

の
種
の
思
想
内
容
が
異
端
と
し
て
特
に
非
難
さ
れ
た
こ
と
は
周
知
の
と
お
り
で

あ
る
。

結　

論

　

以
上
本
稿
で
は
、
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
が
至
福
を
知
性
に
よ
る
神
認
識
と
見
る
と

き
、
そ
の
神
認
識
と
は
ど
の
よ
う
な
種
類
の
も
の
で
あ
る
か
と
い
う
点
に
つ
い

て
見
て
き
た
。
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
は
知
性
が
可
能
的
に
全
て
の
も
の
で
あ
る
と
い

う
点
に
着
目
し
た
結
果
、
そ
れ
が
神
の
内
な
る
イ
デ
ア
で
は
な
く
神
そ
の
も
の

の
像
で
あ
る
と
理
解
す
る
の
で
あ
り
、
さ
ら
に
神
と
神
の
像
で
あ
る
知
性
と
は
、

三
位
一
体
に
お
け
る
父
と
子
と
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
一
な
る
も
の
で
あ
る
と

考
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
こ
う
し
た
知
性
を
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
は
、

罪
に
覆
い
隠
さ
れ
て
は
い
る
が
恩
寵
に
よ
っ
て
露
わ
に
な
り
う
る
も
の
と
し
て

見
て
い
る
。『
ヨ
ハ
ネ
福
音
書
註
解
』
に
お
い
て
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ

て
い
る
。

我
々
が
神
に
祈
る
の
は
、（
…
中
略
…
）
本
性
に
よ
っ
て
わ
れ
わ
れ
が
そ

れ
で
あ
る
も
の
が
「
像
に
し
た
が
っ
て
」、
恩
寵
に
よ
っ
て
、「
似
像
に
し

た
が
っ
て
」（
創
世
記1

：26

）
現
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
れ
は

ヨ
ハ
ネ
が
次
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。「
彼
が
現
れ
た
と
き

に
は
、
我
々
は
彼
に
似
た
者
に
な
る
で
あ
ろ
う
」。
す
な
わ
ち
［
神
の
］

似
像
に
よ
っ
て
「
我
々
は
神
の
子
ら
で
あ
る
」（
Ⅰ
ヨ
ハ3

：2

）。
罪
を

犯
す
こ
と
に
よ
っ
て
も
、「
人
は
［
神
の
］
像
に
留
ま
る
」（
詩38

：7

）、

「
し
か
し
そ
れ
は
明
ら
か
に
な
っ
て
い
な
い
」、
と
い
う
の
も
そ
れ
は
罪
に
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よ
っ
て
覆
わ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。「
し
か
し
露
わ
に
な
っ
た
顔
と
と

も
に
」「
彼
が
現
れ
た
と
き
に
は
」（
Ⅱ
コ
リ3

：18

）、
恩
寵
に
よ
っ
て
［
神

の
］
像
が
新
た
に
形
成
さ
れ
て
、「
わ
れ
わ
れ
は
彼
に
似
た
者
と
な
る
で

あ
ろ
う
」（
Ⅰ
ヨ
ハ3

：2

）。（
…
中
略
…
）［
神
の
］
像
は
、
た
と
え
人

が
罪
を
犯
し
た
と
し
て
も
そ
の
う
ち
で
「
人
が
留
ま
る
」
本
性
に
か
か

わ
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
似
像
は
恩
寵
に
か
か
わ
っ
て
お
り
、
そ
れ
に

よ
っ
て
像
が
新
た
に
形
成
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
像
が

現
れ
る
た
め
で
あ
る
（
（（
（

。

　

人
間
の
本
性
的
な
も
の
た
る
知
性
は
確
か
に
神
の
像
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
は

罪
に
よ
っ
て
覆
い
隠
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
の
考
え
る
神
認
識

と
は
ま
さ
し
く
、
こ
の
人
間
の
内
に
本
来
備
わ
る
神
の
像
と
し
て
の
知
性
が
神

か
ら
の
恩
寵
に
よ
っ
て
露
わ
に
さ
れ
、
人
間
が
そ
の
像
に
則
っ
て
新
た
に
形
成

さ
れ
る
と
い
う
こ
と
に
他
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
以
上
を
も
っ
て
当
初
の
問
い

に
答
え
た
こ
と
で
、
論
考
を
終
わ
り
た
い
。

注

（
1
）　In G

en.II, n.83; LW
I, 545, 4-6: ‘[...] beatitudo, cum

 sit vita aeterna, prop-

rie consistit in intellectu sive in cognitione dei per essentiam
, secundum

 

illud Ioh.17: ‘haec est vita aeterna, ut cognoscant te solum
 verum

 deum
’. ’ 

本
稿
で
使
用
し
た
テ
ク
ス
ト
は
次
の
も
の
で
あ
る
。M

eister Eckhart, D
ie 

deutschen und lateinischen W
erke, herg. im

 A
uftrage der D

eutschen 

Forschungsgem
einschaft, Stuttgart 1936ff. 

引
用
、
参
照
指
示
に
つ
い
て
は
、

ラ
テ
ン
語
著
作
に
関
し
て
は
該
当
箇
所
の
存
在
す
る
著
作
名
、
節
、
巻
（Lateinische 

W
erke = LW

）、
頁
、
行
を
、
ド
イ
ツ
語
著
作
に
関
し
て
は
著
作
名
、
巻
（D

eutsche 

W
erke = D

W

）、
頁
、
行
を
順
に
示
し
た
。
著
作
の
略
記
法
は
こ
の
全
集
版
テ
ク
ス

ト
の
も
の
に
従
っ
た
。
ま
た
ラ
テ
ン
語
著
作
の
訳
出
に
あ
た
っ
て
は
、
中
山
善
樹
訳

『
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
ラ
テ
ン
語
著
作
集
Ⅰ
─
Ⅴ
』（
知
泉
書
館
、
２
０
０
４
─
２
０
０
８
年
）

を
参
考
に
し
た
が
、
訳
語
等
に
つ
い
て
は
適
宜
こ
れ
を
改
め
た
。

（
2
）　Cf. In G

en.I, n.135; LW
I, 288, 1-6, In Ioh., n.673; LW

III, 587, 1-3.

（
3
）　Cf. In G

en.I, n.237; LW
I, 381, 13-14, 382, 1.

（
4
）　Cf. In G

en.II, n.138; LW
I, 604, 5-7.

（
5
）　Cf. In G

en.I, n.229; LW
I, 374, 9-10, 375, 1-2.

（
6
）　Cf. In G

en.II, n.138; LW
I, 604, 7-9.

（
7
）　In G

en.II, n.138; LW
I, 604, 3-11, 605, 1-2: ‘[...] suppono prim

o quod hom
o, 

utpote »anim
al rationale« et ‘ad im

aginem
 dei ’, est quid altius sensitivo et 

est quid intellectivum
. Intellectus autem

 in nobis se habet sicut tabula 

nuda et rasa, secundum
 philosophum

, et est in ordine intellectualium
 

sicut m
ateria prim

a in ordine corporalium
, ut ait com

m
entator. Item

 

nobis etiam
 »non« contingit »intelligere sine phantasm

ate«, sicut nec 

»texere vel aedificare« sine instrum
entis corporalibus. [...] A

 prim
o ergo 

ad ultim
um

 oportet quod ipse hom
o in sua integritate habeat sensitivum

. ’

（
8
）　

ボ
エ
テ
ィ
ウ
ス
『
イ
ザ
ゴ
ゲ
ー
註
解
』
第
１
巻
第
20
章
を
参
照
。

（
9
）　
『
霊
魂
論
』
第
３
巻
第
４
章
430
ａ
1
を
参
照
。

（
10
）　

約
１
４
０
年
後
に
ニ
コ
ラ
ウ
ス
・
ク
ザ
ー
ヌ
ス
が
ケ
ル
ン
大
学
を
訪
れ
た
際
も
な
お
、

ア
ル
ベ
ル
ト
ゥ
ス
の
知
性
論
は
実
質
的
に
損
な
わ
れ
る
こ
と
な
く
教
え
ら
れ
て
い
た
。

V
gl. ‘T

he A
gent Intellect in the W

ritings of M
eister D

ietrich of Freiberg 

and its Influence on the Cologne School ’, M
arkus L. Führer, in: D

ietrich 

von Freiburg. N
eue P

erspektiven Seiner P
hilosophie, T

heologie und 

N
aturw

issenschaft, A
m

stedam
/Philadelhia, 1999, S.70.

（
11
）　V

gl. D
ietrich von Freiburg. N

eue Perspektiven Seiner Philosophie, T
he-
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ologie und N
aturw

issenschaft, A
m

stedam
/Philadelhia, 1999, S.70-71.

（
12
）　V

is. 4. 3. (1); p.198: ‘quod in beata vita visuri sim
us eum

 in claritate 

suae essentiae ’.

『
至
福
直
観
に
つ
い
て
』
の
テ
ク
ス
ト
は
、
次
の
も
の
を
使
用
し
た
。

T
ractatus de visione beatifica, T

heodoricus de V
riberch, Georgia, 2003 [= 

V
is.]

（
13
）　
『
中
世
に
お
け
る
理
性
と
霊
性
』、
Ｋ
・
リ
ー
ゼ
ン
フ
ー
バ
ー
、
知
泉
書
館
、
２
０
０

８
年
、
280
頁
を
参
照
。

（
14
）　Cf. V

is. 3. 2. 9. 1. (6); p.148.

（
15
）　Cf. V

is. 4. 3. 4. (5); p.222.

（
16
）　V

is. 4. 3. 4. (6); p.222: ‘[...] sit extra genus praedicam
enti et non sit in ali-

quo genere praedicam
enti, tum

 quia sim
picia sunt extra coordinationem

 

generam
 praedicam

entalium
, tum

 etiam
 quia genera praedicam

entorum
 

distincta sunt secundum
 naturas et naturales m

odos entium
, secundum

 

quod natural distinguitur contra conceptionale ’.

（
17
）　V

is. 1. 1. 4. (2); p.33-34: ‘[...] quoniam
 intellectus generalis quaedam

 et 

universalis natura est secundum
 proprietatem

 suae essentiae intellectua-

lis, qua non determ
inatur ad hoc vel ad aliud tantum

 intelligendum
. Q

uod 

m
anifestum

 est ex obiecto eius, quod est quiditas non haec vel illa, sed 

universaliter quaecum
que quiditas et ens inquantum

 ens, id est quod-

cum
que rationem

 entis habens. Q
uia igitur eius essentia, quiquid est, 

intellectualiter est, necesse ipsum
 intellectum

 per essentiam
 genere in se 

intellectualiter sim
ilitudinem

 om
nis entis, m

odo tantum
 sim

plici, id est 

secundum
 proprietatem

 sim
plicis essentiae, et ipsum

 esse intellectualiter 

quodam
m

odo om
ne ens ’.

（
18
）　

ト
マ
ス
は
能
動
知
性
の
必
要
性
を
証
明
す
る
に
あ
た
っ
て
、
感
覚
が
形
成
し
た
可
感

的
形
象
な
い
し
表
象
（phantasm

a

）
か
ら
質
料
性
を
捨
象
す
る
力
が
知
性
の
側
に
見

出
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
を
根
拠
と
し
た
。『
神
学
大
全
』
第
１
部
第
79
問

題
第
３
項
主
文
を
参
照
。

（
19
）　

他
にdie causa essentialis-T

heorie

な
ど
の
表
記
が
あ
る
が
、
本
稿
で
は
代
表

的
研
究
者
で
あ
るM

ojsisch

の
表
記
に
倣
う
。V

gl. M
eister E

ckhart. A
nalogie, 

U
nivozität und E

inheit, Burkhard M
ojsisch, H

am
burg, 1983, S.29.

（
20
）　Cf. Cogn. 75. (1); p.271.

『
分
離
さ
れ
た
存
在
者
の
認
識
に
つ
い
て
』
の
テ
ク
ス
ト

は
、
次
の
も
の
を
使
用
し
た
。D

ietrich von Freibergs T
raktat. D

e cognitione 

entium
 separatorum

, T
heodoricus de V

riberch, Bochum
, 1977 [= Cogn.]

（
21
）　Cf. Cogn. 23. (4)-(5); p.173.

（
22
）　Cf. V

is. 2. 1. (2); p.102.

（
23
）　

デ
ィ
ー
ト
リ
ヒ
に
お
け
る
能
動
知
性
と
可
能
知
性
と
の
関
係
は
、『
哲
学
と
神
学
の

ハ
ル
モ
ニ
ア
─
─
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
神
学
が
目
指
し
た
も
の
─
─
』（
山
崎
達
也
著
、
知

泉
書
館
、
２
０
１
３
年
）
36
─
40
頁
参
照
。

（
24
）　Int. 2. 1. (1); p.57: ‘Est igitur considerandum

, quod om
nis intellectus 

inquantum
 intellectus est sim

ilitudo totius entis sive entis inquantum
 ens, 

et hoc per suam
 essentiam

. Et super hoc fundatur dictum
 Philosophi in 

III D
e anim

a, scilicet quod intellectus agens est, in quo est om
nia facere, 

intellectus possibilis, in quo est om
nia fieri. Q

uod quidem
 contingit ex 

hoc, quod uterque istorum
 intellectuum

 est per essentiam
 sim

ilitudo 

om
nium

 entium
, quam

vis unus eorum
 secundum

 actum
, scilicet intellec-

tus agens, alter secundum
 potentiam

 ante intelligere, scilicet intellectus 

possibilis. ’

『
知
性
と
知
性
認
識
さ
れ
る
も
の
に
つ
い
て
』
の
テ
ク
ス
ト
は
、
次
の
も

の
を
使
用
し
た
。Schriften zur Intellekttheorie (corpus philosophorum

 T
eu-

tonicorum
 m

edii aevi, tom
us1), T

heodoricus de V
riberch, H

am
burg, 1977 

[= Int.]
（
25
）　Cf. In G

en.I, n.115; LW
I, 270, 5-9.

（
26
）　In G

en.I, n.115; LW
I, 270, 9-13, 271, 13-14: ‘natura vero intellectualis ut 

sic potius habet ipsum
 deum

 sim
ilitudinem

 quam
 aliquid quod in deo sit 

ideale. Ratio huius est quod »intellectus ut sic est, quo est om
nia fieri«, 

non hoc aut hoc determ
inatum

 ad speciem
. U

nde secundum
 philosophum
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»est quodam
m

odo om
nia« et totum

 ens. [...] H
oc est ergo quod hie dicitur: 

‘faciam
us hom

inem
 ad im

aginem
 et sim

ilitudinem
 nostram

’.
（
27
）　

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
『
霊
魂
に
つ
い
て
』
第
３
巻
５
章
430
ａ
14
を
参
照
。

（
28
）　Cf. In G

en.I, n.115; LW
I, 270, 10-13.

（
29
）　Cf. Q

uaet. Par. II, n.7; LW
V

, 52, 5-6.

（
30
）　In Ioh., n.549; LW

III, 479, 3: ‘H
om

o autem
 creatus est ad im

aginem
 

totius substantiae dei [...]. ’

（
31
）　Cf. In G

en.I, n.115; LW
I, 272, 1-2.

（
32
）　In G

en.I, n.115; LW
I, 272, 3-5: ‘Intellectus enim

, in quantum
 intellectus, 

est sim
ilitudo totius entis, in se continens universitatem

 entium
, non hoc 

aut illud cum
 praecisione. ’

（
33
）　Cf. In G

en.I, n.115; LW
I, 272, 2-3.

（
34
）　In G

en.II, n.217; LW
I, 694, 7-12, 695,1: ‘Eccli. 1: ‘om

nis sapientia a dom
-

ino deo est ’. In virtute enim
 prim

orum
 principiorum

 naturaliter anim
ae 

im
pressorum

 a deo est virtualiter et radicaliter om
nis scientia secundum

 

om
ne sui. Propter quod etiam

 Plato ponebat scientias anim
ae concreatas, 

per studium
 vero et exercitium

 sensuum
 ex m

entis abdito ad aciem
 intel-

ligentiae revocari, sicut etiam
 quidam

 antiquorum
 ponebant om

nes 

form
as substantiales in m

ateria et latuisse et latere [...]. ’

（
35
）　
『
メ
ノ
ン
』81CD

, 85C-86A

を
参
照
。

（
36
）　In Ioh., n.29; LW
III, 22, 13-14, 23, 1-2: ‘Secundo notandum

 quod ratio 

dupliciter accipitur: est enim
 ratio a rebus accepta sive abstracta per 

intellectum
, et haec est rebus posterior a quibus abstrahitur; est et ratio 

rebus prior, causa rerum
 et ratio, quam

 diffinitio indicati et intellectus 

accipit in ipsis principiis intrinsecis. ’

（
37
）　Cf. In Ioh., n.23; LW

III, 19, 3-4.

（
38
）　Cf. In Ioh., n.23; LW

III, 19, 5-6.

（
39
）　Cf. In Ioh., n.24; LW

III, 19, 13-16.

（
40
）　Cf. In Ioh., n.24; LW

III, 20, 1-4.

（
41
）　Cf. In Ioh., n.5; LW

III, 7, 1-9.

（
42
）　In Ioh., n.486; LW

III, 418, 3-10: ‘[...] sicut supra dictum
 est, im

possibile 

est aliquem
 loqui nisi prius form

ata in ipso specie et im
agine quae proles 

est et füius est expressivus sui ipsius totius, in quantum
 loquens est. 

A
dhuc autem

 im
possibile audire aliquem

 loquentem
 et intelligere, nisi 

form
ata prius in ipso audiente specie et im

agine, prole ipsa ad eandem
 

per om
nia quae est in loquente, secundum

 illud M
atth. 11: ‘om

nia m
ihi 

tradita sunt a patre m
eo, et nem

o novit filium
 nisi pater, neque patrem

 

quis novit nisi filius ’. [...]; dicere enim
 dei generare est, audire ipsum

 gen-

erari est. ’

（
43
）　In Ioh., n.575; LW

III, 504, 3-9, 505, 1-2: ‘Rogam
us ergo deum

, [...] ut quod 

sum
us per naturam

 appareat ‘ad im
aginem

’, per gratiam
 ‘ad sim

lilitudi-

nem
’. Et hoc est quod Iohannes ait: ‘cum

 apparuerit, sim
iles ei erim

us ’; 

‘filii ’, inquit, 
‘dei sum

us ’per im
aginem

, Psalm
us: 

‘in im
agine pertransit 

hom
o ’ etiam

 peccando; 
‘sed non apparet ’, utpote velata peccato; 

‘cum
 

autem
 apparuerit ’, ‘revelata facie ’, Cor. 3, ‘sim

iles ei erim
us ’, reform

ata 

im
agine per gratiam

. [...] Im
ago ad naturam

 pertinet in qua ‘pertransit 

hom
o ’, etiam

 peccando, sim
ihtudo ad gratiam

 per quam
 reform

atur 

im
ago, ut appareat. ’


