
カ

ン

ト

の

宗

教

哲

学

の

性

格

川

村

三

千

雄

一

カ
ソ
ト
哲
学

の
体
系

に
お

い
て
彼

の
宗
教
哲

学

の
占

め
る
地
位

は
必
ら
ず

し
も
単
純

且

つ
判
然

た
る
も

の
で
は
な

い
。

こ
の
こ
と
は

カ

ン
ト

の
哲
学

は

一
筋

の
流
れ

で
は
な
く
、
ま
た

一
極
的
体
系

で
も

な

い
こ
と
と
、
相
対
応

し
て

い
る

で
あ

ろ
う
。

即

ち
、
彼

の
哲
学
を
全

体

的

に
見
る
な
ら
ば

批
判

哲
学

と
人
間
学
、
人
類

の
文

明
化

と
道
徳

化

(
N
三
匪

①H§

σq
d
巳

ζ
。
旨
一巨
霞
乞
σq
)
と

い
う
二
重

の
構
造
を
持

つ

も

の
と
解

さ
れ

る

の
で
あ
る
。

批
判
哲
学

と
人
間
学

と
が
広
義

の
哲
学
的
理
論
的
関
心

に
関

わ
る
と
す
れ
ば
後
者

の
文
明
化

と
道
徳

化

は

彼

の
実
践

的
世
界
観

に

つ
な
が
る
も

の
と
考

え
ら
れ
よ
う
。

し

か
も

こ
の
二
系
列
的

二
重
構
造
が
互

い
に
か
ら
み
合

っ
て
彼

の
思
想

の
全

体
が
展
開

さ
れ

て
い
く

の
で
あ
る
が
、

こ
れ
等

の
諸
方

向
、
諸
要

素

は
必
ら
ず

し
も
明
確

に
整
合
的
な
も

の
で
は
な

い
。
そ

こ
に
ま
た
カ

ン
ト
哲
学

の
矛
盾

の
い
く

つ
か
を
発
見

す
る

こ
と
も
可
能

で
あ
ろ
う
が
、

そ
れ
は
兎

も
角
と

し
て
も

こ
れ
等

は
カ
ソ
ト
哲
学

の
領
野
を
貫

く

二
大
潮
流

で
あ
り
、

そ

の
思
想
的

殿
堂
を
支

え
る
二
大
支
柱

で
あ

る

こ
と

に
は
変

わ
り

は
な

い
。

更

に
、

こ
れ
等

の
諸
要

素
は
深
く

カ

ン
ト
を
育
て
た
歴
史
的

時
代

的
背

景

と
も
連
関
を
も

つ
も

の
で
あ
ろ
う
。

即

ち
、
批

判
哲
学

の
体
系

は
啓
蒙
的
悟
性

の
哲
学

の
超
克

で
あ

り
同
時

に
独
逸
観
会
論

哲
学

の
基
礎

を
置

い
た

の
で
も
あ

る
。

そ
れ
は
人
間
能
力

の
批
判

で
あ
り
、
近

世
初

頭
よ
り
無
制

限

に
解
放

さ
れ

た
理
性

の
活
動

は

一
定

の
制

約

の
下

に
お
か
れ
る

こ
と

に
依

っ
て
却

っ
て
其

の
完
全

な
自
主
性

が
確
立
さ
れ
る
。

然

し
、

カ
ソ
ト
の
関

心

は

単

な
る
人

間
理
性

の
規
定

に
止
ま
る
も

の
で
は
な

か

っ
た
。

む
し
ろ
彼

の
関
心

は
現
実
的

全
体
的
人

間
、
社
会
的
歴
史
的
人

間

に
強

く

カ

ン

ト

の
宗

数

哲

学

の

性

格
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向

け
ら
れ

て

い
た
。
前

批
判
期

に
始

ま
り
、

批
判
期
或

い
は
後
期

に
到

る
ま
で

の
彼

の
思
索
を
推

進
し
た

の
は
実

に
こ
の
よ
う

な
人

澗

に

対

す

る
人
間
学
的
関

心
だ

っ
た
と
言
う

こ
と
が
出
来

よ
う
。

更

に
、

一
方

に
於

て
人
類

の
文
明

化

は
啓
蒙
的
合
理
主
義

の
歴
史
的

必
然

の
方

向

で
あ

っ
て
、

そ
れ
は
世
界
市
民

の
理
想

に
迄
拡
大

さ

れ
る
。

他
方
、

カ
ン
ト
を
育
ぐ
く
ん
だ
プ

ロ
テ

ス
タ
ソ
ト

の
精
神

は
厳
粛
な
道
徳

的
世
界
観
を
形
成

せ
し
め
、

そ
れ
は
究
極

に
於

い

「
地

上

の
神

の
国
」

の
実
現

と
い
う
目
標

を
想
定

せ
し
め
る

の
で
あ
る
。

カ
ソ
ト
の
宗
教
哲
学

は
純
粋
理
性
批
判

の
中
に
礎

石
を
有

し
、
実
践
哲
学

の
終

極
的

帰
結
と
し
て
完
成

さ
れ

る
。

然
し
此

の
完
成

は
批

判

哲
学

の
領
域

に
於

て
見
出

さ
れ

る

の
で
は
な
く
、

そ
れ
を
超

え

且

つ
そ

れ
を

包
摂

す
る

人

間
学
的

立
場

に
於

て
見

出
さ
れ
る

の
で
あ

る
。
更

に
人
類
社
会

の
理
想

は

一
面

に
於

て
は
そ

の
完

全
な
啓
蒙

、

人
類

の
全
体
的
連
帯

に
よ
る
世
界
公
民
社
会

の
実
現

に
あ

る

の
で
あ

る
が
、

こ
の
理
想

の
実
現

は
人
類

の
無
限

の
道
徳
的
発
展

に
よ

っ
て
の
み

可
能

で
あ
る
。

こ
の
人
類

の
道
徳
的

向

上
は
地
上

に

「
神

の

国
」

を
現
出
す
る

こ
と
に
よ

っ
て

の
み
保
証

さ
れ
る

の
で
あ

る
。

し

か
も

こ
の
地
上

の

「
神

の
国
」

は
人
類

の
文
明
化
を
排
斥

す

る
も

の

で
は
な
く
、

こ
こ
で
道
徳

化
と
文
明
化

と
は
却

っ
て
矛
盾
的

に
綜
合
さ
れ
な
け
れ
ば

な
ら
な

い

の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う

に
し
て

カ
ソ
ト

の

全
思
想
、
全
体
系

は
ー

そ

の
論
理
的
、

体

系

的

斉

合

は

別

と
し
て
1

彼

の
宗
教
哲
学

へ
と
展
開

し
て

い
く

の
で
あ
る
。

若

し
、
カ
ン

ト

の
全
体
を
理
論
哲
学
と
実
践
哲
学

と

の
二

つ
の
領
域

に
区
別
し
て
見

る
な
ら
ば
、

宗
教
哲
学

の
問
題

は
理
論

哲
学

の
中

に
そ

の
基
礎
が

一
個

の
課
題

と
し
て
提
示
さ
れ
、

し
か
も
実

践
哲
学

の
終
極

に
於

て
解
決
さ
れ
る
も

の
と
考
え
る

こ
と
が
出
来
よ
う
。

こ
の
よ
う
な
意
味

に
於

て

「
カ
ン
ト

の
宗
教

哲
学
は
実
践

哲
学

の
附
録

で
は
な
く

て
、

む
し
ろ
、
彼

の
全
体
系

の
中
心

で
あ
る
。

彼

の
理
性

宗
教

の
根
源

は

道
徳
的
意
識

の
中

に
存

す
る

の
で
は

な
く

し
て
、

却

っ
て
、

自

己
内
調
和
的

に

満
足

せ
し
め

ら
れ

た
る

世
界
観

へ
の
渇
望

の
中
に
存
す

る

。

」

(
ぐ
く
.
ζ

①
ロ
αq
9

"
開
§

富

od
膚

魯
聾

ロ
ひq

黛
肖

菊
9
颯

o
ロ

ω
●
"
α
)

と

い

う

主

張

は

不

当

で

は

あ

る

ま

い
。

然

し
乍

ら

、

カ

ソ

ト

の
宗

教
哲
学

は
単

に
自
己
内

調
和
的

世
界
観

の
構
想

と
い
う
如

き
も

の
に
根
源
を
置
く
と
は
考

え
ら
れ
な

い
。

蓋

し
、
自
己
内

調
和

的
世
界
観

一26一
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と

い
う
表
現

は
何

と
し
て
観

想
的
静
的
な
性

格
を
想
わ

せ
る

の
で
あ
る
が
、

カ
ソ
ト
の
宗
教
哲
学

へ
の
思
索

の
跡

は
む
し
ろ
、
現
実
的
動

的

で
あ
る
と

さ
え
言

い
得
る

の
で
は
な

か
ろ
う

か
。

カ
ソ
ト
の
全
体
が

一
つ
の
完
結
的
世

界
観

を
形
成
す

る
に
せ
よ
、

カ
ソ
ト

の
宗

教
論

に
至

る
苦
渋

に
み
ち
た
思
索

を
推
進

し
た

の
は
自
己
充
足
的
完
結
的
世
界
観

へ
の
要
求

で
は
な
く
、

カ
ソ
ト

の
批
判
哲
学

の
背
面
を

な
し

た
人

間

へ
の
関

心
、
人

間
学

的
関
心

で
あ
る
と
言
わ
な
け
れ
ば

な
ら

な

い
で
は
な

か
ろ
う

か
。

こ
の
こ
と
は

カ
ソ
ト
の
根

本
的
主
張

で
あ
る
実
践

理
性

の
優
位

か
ら
も
知

る

こ
と
が
出
来

る
で
あ
ろ
う
。

蓋

し
、

体
系

的
論

理
的

に
言

う
な
ら
ば
、

一
方
的

に
実
践

理
性

の
優

位
を
主
張
す

る

こ
と
は
妥
当

と
は
言
え
ま

い
。

論
理
的

に
は
、

理
論
理
性

も
実

践
理
性

も
同
様

に

理
性

の
能
力

の

一
面
と
考
え
ら
れ
、

随

っ
て
そ
れ

に
対
応
す

る
領
域

に
於

て
も
価
値
的

高
下

は
な
く
、

そ

の
こ
と
に
よ

っ
て
却

っ
て
全
体

世
界

は
調
和
的
自

己
充
足
的

と
な

る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ

に
も
拘

わ
ら
ず
カ

ン
ト
が
敢

て

「
実
践

理
性

の
優

位
」

を
主

張
す

る
と
す
れ
ば

、

そ
れ

は
彼

の
論

理
的
関

心
を
超

え
る
人

間

に
対

す

る
実

践
的
関
心
に
基
ず

く
と
考

え
る
よ
り
外

は
な

い
。

そ
れ
を
別

の
表
現
を
以

っ
て
す

れ
ぽ

、
批

判
的
立
場

を
超
え

る
人
間
学
的
立
場

と
言
う

こ
と
も
出
来

る

の
で
は
あ
る

ま
い
か
。

コ
ー

ヘ
ン
は
カ
ソ
ト
の
実

践

理
性

の
優
位
を
評

し
て

「
カ
ソ
ト
が

理
性

の
理
論
的
及
び
実

践
的

見
地

の
区
別
を
充
分

に
す
る
場
合
、
実

践
理
性

の
優

位
を
主
張
す
る

と

い
う

こ
と
は
承

認
さ
れ
な

い
。
」

(
一田
・
盒0
◎
げ
O
昌
…
閑
曽昌
冨

切
0
鴨
口
昌
幽
自
昌
σq
畠
Φ
門
団
¥
ず
鼻
讐
ω
・
bO
α
戯
)

と
断
言
す

る
。
彼

の
主
張

に
よ
れ
ぽ
倫

理
的
真

理
性

は
理
論
的
及

び
倫
理
的
な
る
も

の
の
、
連
関
及
び
調
和

の
中

に
見
出

さ
れ

る
と
い
う
。

そ
れ

に

反

し
て
、
真
理
性
が
倫
理
的
な
も

の
の
中

に
於

い
て
も
基
礎

附
け

ら
れ
る
と
す
れ
ば
、
結
局
、
宗

教

の
迷
路

の
中

に
導

か
れ
る

こ
と
に
な
る

と
言
う
。

「
プ

ラ
ト
ン
は
存

在

に
対

す

る
善

の
超
越
、

カ

ン
ト
は
実

践
理
性

の
優

位

に
よ
り
、

プ

ラ
ト
ン
及
び

カ

ン
ト
は
倫

理
的
問

題

の

優

位
を

強

力
な
言
葉

で
強
調
す

る

の

で
あ

る
が
、

そ

れ
は
プ

ラ
ト
ン
並
び
に

カ

ン
ト
が
心
酔

し
た

宗
教
的
激

情

の
表
現
法

に
外
な
ら
な

い
。
」

(
=
・
9

げ
9

"
国
ま
岸

畠
霧

器
ロ
窪

≦
崔
9
。。
ω
・
8
)

か
く
し
て
、

コ
ー

ヘ
ン
は
彼

の
論
理
主
義

の
観
点

よ
り

し
て
、

宗
教
論

を
実

践

理
性
批

判

か
ら

の
逸
脱
で
あ

る
と
見
敬

す

の
で
あ

る
。

カ

ン

ト

の
宗

数

哲

学

の

性

格

一27一
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こ
の
よ
う
な

コ
ー

ヘ
ソ

の
見
解

は

一
面

に
於

い
て
は
正
当

で
あ
ろ
う
。

即
ち
、
哲
学

を
厳
密

に
先
験
論
理
的

に
構
想

し
、

し
か
も
批
判

主
義

に
徹

し
よ
う
と
す

る
な
ら
ぽ

或

い
は

コ
ー

ヘ
ソ
の
批

判

は
カ
ソ
ト
の
欠
陥

を
衝
く
も

の
で
あ
ろ
う
。

然
し
カ

ン
ト
の
哲
学
的
地
平

は

決

し
て

批

判

哲

学

の
基

盤

に
限
局
さ
れ

る
も

の
で
は
な

い
。

カ

ソ
ト
の
批
判
哲
学

は
実
践

理
性

批
判

を
介
し
て
宗
教
的
世
界
観

に
昇
華

し
て
行
く
。

彼

の
批

判
哲
学

は

一
方

に
於

て
学

の
基

礎
附
け

謬

ぱ
巳
窪

と

い
う
厳

密
な
論

理
的
課
題
を
追
求

し
て

い
く
が
、

そ
れ

は
又

「
人

間

は
何
を
知

り
得

る

か
」

「
人

間

は
何

を
な
す
可
き

か
」

と

い
人

間
学
的
問
題

に
答

え
よ
う

と
す

る
も

の
で
も
あ

っ
た
。

こ
れ
等

の

問
題

は
更

に

「人

間

は
何

を
望

ん
で
よ

い
か
」

と

い
う
宗
教
的
問
題

と
な
り
.
最
後

に

「
人

間

と
は
何

で
あ
る

か
」

と

い
う
人
間
学

の
課

題

に
集
約
さ
れ

る
。

随

っ
て
、

カ
ソ
ト
の
宗
教
論

は
決

し
て

コ
ー

ヘ
ソ
の
言
う
迷
路

で
は
な
く

「人

間

と

は
何

で
あ
る

か
」

に
答
う
可
き

最
終

の
領

域

と
考

え
可
き
で
あ
ろ
う
。
随

っ
て
ま
た
カ
ソ
ト
の
宗
教

哲
学

は
カ

ソ
ト
の
思
索
過
程

の
迷
路

で
は
な
く
し
て
、

む

し
ろ
正
し

い
到
達

点

と
言
う
可
き

で
は
な

か
ろ
う

か
。

批

判
哲
学

の
創
始
者

と
し

て
の
カ
ソ
ト
の
偉

大
な
業
蹟

は
没
す

可

か
ら
ざ

る
も

の
で
あ
る
が

批

判
哲
学

の
み

に
カ
ソ
ト
を
限
局

し
て
、

宗
教
哲
学
を
そ

の
迷
路

と
断
す

る

こ
と
は
カ
ソ
ト
哲
学

の
全
貌
を
見

失
な
う

こ
と
に
は
な
ら
な

い
で
あ
ろ
う

か
。

一28一

二

ウ

ィ
ン
デ

ル

バ

ソ

ト

は

十

八
世

紀

の

ヨ
ー

ロ

ッ
パ

啓

蒙

哲
学

と

ギ

リ

シ

ヤ
の

ソ

フ
ィ

ス
ト

時
代

の

哲
学

と

を
比
較

し
、

両

者

の
間

に

 「
教

訓
的

類
似

と

親

近
」

を
指

摘

し
、

同

時

に
ま

た

カ

ソ

ト
を

ソ
ク

ラ
テ

ス
に

比

す

る

の

で
あ

る
。

(≦

巨

鮎
9
巳

11
=
o
ぎ
魯

o
臣

…

冨

ゴ
号
暮

ゴ

傷
霞

0
8
。甑
鼻
δ

号
吋
勺
匡

0
8
冨

δ

ψ

ω
O
日
～

q。
O
。。
)

人

間

の
理
性

能

力

の

無

制

約

性

の
基

調

の
上

に

啓

蒙

思

潮

は
展

開

さ
れ

る

の

で
あ

る
が

、

カ

ソ
ト

は

こ
れ

に
対

し

「
超

験
的

判

断
」

の
禁

止

と

い
う
厳

し

い
理
性

使
用

の
限

界

を
措

定

す

る
。

そ

れ

に
対

し

て

ソ

フ
ィ

ス

ト

の
主
張

す

る
相

対

知

の
無

制

約

的

妥

当
性

の
主
張

に
反
対

し
、

ソ
ク

ラ
テ

ス
は
人

間

の
無

知

の
知

を

説

く

。

こ
う

し

た
点

に

つ



い
て
確

か
に
両
老

の
間

に
は
類
比

を
見
出
す

こ
と
が

可
能

で
あ
ろ
う
。

然
し
、
そ
れ

に
も

ま
し
て
両
老

の
間

に
見
出
さ
れ

る
重
要

且

つ
顕

著

な
類
似
点

は
人

間
学
的
基
底

の
上

に
立

つ
実
践
的
形

而
上
学

の
中

に
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
で
あ
ろ
う
。

批

判
哲
学

の
学
問
的
業
蹟

の
外

に
カ
ソ
ト
の
思
索

の
跡

は
極

め
て
広
汎

な
領
域

に
わ
た

っ
て
・
2
る
の
で
あ
る
。

即
ち
、
歴
史
、
自

然
、

文
化
、
教

育
、
宗

教
等

に
及

ん
で

い
る

の
で
あ
る
が
、

そ
れ
等

は
悉
く
彼

の
人

間
学
的

考
察

の
領
域

と
考

え
て
よ

い
で
あ
ろ
う
。

し

か
も

そ
れ
等

は

一
貫

し
て
人
類

の
道
徳
的
完
成

と
い
う
究
極

の
統

一
的
目
標

に
向
け
ら
れ
る

の
で
あ
る
。

そ
れ

は

ソ
ク

ラ
テ

ス
が
人

間

の
理
想

を
善
美
な

る
生
活

に
置
き
、

そ

の
た
め

に
魂

に
つ
い
て
配
慮
す

る

こ
と
を
教

え

た

こ
と
と
相
通
ず

る
。

か
く

て
カ
ソ
ト
の
人

間
学
的
思
想

は
そ

の
全
体

に
於

い
て
所
謂
道
徳
的
目
的
論

と
な
る

の
で
あ
り
、

し

か
も

そ

の
究
極
的
実
現

は
宗
教

の
中
に
見
出
さ
れ
る
。
随

つ
て
、
宗

教

は
カ
ソ
ト
の
全
体
思
想
よ
り
す
れ
ば

コ
ー

ヘ
ソ
の
言

う
如
き
迷
路

で
も
逸
脱

で
も
な
く
、

む
し
ろ
、

必
然
的
到
達
点

で
あ
る
と
言
わ
な

け
れ
ば
な
ら
な

い
。

こ
の
よ
う
な
意

味

に
於

い
て
カ
ソ
ト
の
道
徳

的
目
的
論

は
宗

教
的
領
域

の
中

に
於

い
て
完

結
さ
れ

る

の
で
あ
り
、

こ

の
点

よ
り
す
れ
ば
彼

の
道
徳
的
世

界
観

は
其

の
根

本
性

格

に
於

い
て
宗
教
的
世

界
観

に
相
接

す

る
と
言
う

こ
と
が
出
来

る
の
で
あ
ろ
う

。

ク

ロ
ー
ナ
ー
は
カ
ン
ト
の
世

界
観

に

つ
い
て
次

の
如
く
語

る
。

「
若
し
我

々
が
世
界
観

と

い
う
言
葉

を
文
字
通
り

に
解
す

る
な
ら
ば
、

我

々
は
カ
ン
ト
の
精
神

に
つ
い
て
次

の
よ
う

に
言
う

こ
と
が
出
来
る
。

即

ち
、
我

々
人

間

一
般

は
矛
盾

の
な

い
よ
う
な
如
何

な
る
世
界
観

に
も
到
達
す

る

こ
と

は
出
来
な

い
。

何

と
な
れ
ば
、
凡

ゆ
る
世
界
観

に
於

い
て

は
究
極
者
自
体

は
な
お
常

に
我

々
に
究
極
者

と
な
り
、

随

っ
て
、
そ
れ

は
我

々
に
対

し
て
矛
盾

を
伴
な
う

か
ら

で
あ

る
。

故

に
、
我

々
は
、

む
し
ろ
、
矛
盾
な
き
人
生
観

に
到
達

し
得

る
の
み
で
あ

る
。
」

(擦

。
ロ
g

"
窯

巨
ω
≦
。
冨
b
8
冨

¢
§

σq
ω
.
お
)
蓋

し

、世

界
観

は
世

界
を
統

一
す

る
究
極
者
自
体

を
追
求

す
る
。
然
し
、

こ
の
よ

う
な
世
界

の
究
極
者
自
体

は
常

に
超
験
的

で
あ
る
が
故

に
、

人

間

の
理
性

能
力

を
も

っ
て
し
て

は

一
義
的

に
捕

捉
す

る

こ
と

は
本
来
的

に

不
可
能

で
あ

る
。

カ
ソ
ト
は
こ
の
こ
と
を
思
弁
的

理
性

の
二
律
排
反

の
裡

に
明

ら
か
に
示
し
た

の
で
あ
、っ
た
。

そ

の
意
味

に
於

い
て

は
理

論
的

に
矛
盾

の
な

い
統

一
的
世
界
観

に
到
達
す

る

こ
と

は
出
来
な

い
と

い
う

こ
と
に
な
る
。

そ
れ

に
対

し

て
、
人
生
観

は
あ
く

迄
も
人
間

カ

ン

ト

の
宗

数

哲

学

の

性

格
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人

文

研

究

第
二
十
四
輯

に
内
在
的

で
あ
り
、
現
実

の
生

に
即
し
て
実
践
的

で
あ
る
。
そ

の

こ
と
に
よ

っ
て
却

っ
て
理
性

の
二
律
排
反
的
矛
盾

は
解
消

し
、

統

一
的

究
極
者

は
人

間

の
実
践

に
即

し
た
我

々
に
対
す

る
ー

そ
れ

は
人

間
に
と

っ
て
絶
対
超
越
的

で
は
な
く
或

る
意
味

で
内
在
的

で
あ
る
が
1

究
極
者

と
し
て
実
践
的
意
味

に
於

い
て
要

請
さ
れ

る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
立
場

は
所
謂
世

界
観

と

い
う

よ
り
は
人
生
観

で
あ
り
、

ク

ロ
ー
ナ
ー

の
言
う
如
く
少
な
く
と
も

二
律
排
反
的
矛
盾

は
存
在

し
な

い
で
あ
ろ
う
。

ク

ロ
ー

ナ
ー

は
更

に

「
こ
の

こ
と

は
道
徳
的
世

界
観

と

い
う
表
現

に
示
さ
れ

て

い
る
。

こ
の
よ
う
な
も

の
は
正
に

一
つ
の
人

生
観

で
あ
り
、
生

の
意
味

に
つ
い
て
教
説

で
あ
る
。

カ

ン
ト
の
世

界
観

は
実

は
か
か
る
説

で
あ

る
。
生

の
意
味

は
自

己
及
び
他

の
人

格

の
道
徳
的

完
成

へ
の
努
力

で
あ
る
、

地

上
に
於
け
る
神

の
国

へ
の
努

力

で
あ

る
。
」

(
一び
崔
●)

こ
の
叙
述

は
カ
ソ
ト
の

全
体
思
想

の
根
本
的
性
格
を

適
切

に
示

し
て

い
る
と
考

え
て
よ

い
で
あ

ろ
う
。

カ
ソ
ト

の
追
求

し
た
の
は
単
な

る
思
弁
的
合
理
的

調
和
的
世

界
観

で
は
な
く
、

人

間

の
生

の
意
味

と
そ

の
目
標

と
を
示
そ
う

と
し
た
実
践
的
教

説

で
あ

つ
た
の
で
あ
る
。

換
言
す
れ
ぽ
、

カ
ソ
ト
の
世
界
観

は
究
極
者
自
体

を
論

理
的

に
定
立

せ
ん
と
す

る
超
越
的
世
界
観

で

は
な
く

て
、

実
践
的
観
点

よ
り
究
極
者

に
迄
向

わ
ん
と
す

る
1

即
ち
そ
れ

は
要

請
す
る

こ
と
で
あ
る
が
i

内
在
的
人

間
学
的
世
界
観

で
あ
る
と
言

う

こ
と

が

出
来

よ
う

。

こ
の

よ
う

な
内

在

的

人

間

的

世

界

観

は

ク

ロ
ー

ナ
ー

の
表
現

に
よ
れ

ば
、

そ

の
根

本

性

格

に
於

て

は
人

生

観

と
見

敬

さ
れ

る

こ
と

に
も

な

る

の

で
あ

ろ
う

。

と

こ
ろ

で
、

究
極

者

は
神

と

呼
ば

れ

て
も

よ

い
の

で
あ

る
が

、

こ
の
神

は
超

越

的

絶
対

者

と

し

て

の
合

理

的

に
措

定

さ
れ

る
も

の

で

は

な

い
。

カ

ソ

ト

は

「
神

の
存

在

を
確

信

す

る

こ
と

は
必
要

で
あ

る
、

然

し
そ

れ

を
証

明
す

る

こ
と
が

、
同

様

に
、
必
要

な

の

で

は
な

い
。
」

(
≦

2
犀
o

<
H
U
霞

o
冨

碍

巳

αQ
訂

ゲ
o

穿

毛
o
琶

]巳

N
q

o
貯
o
H
】)
o
B
o
昌
聲

呂

o
目

ま
同
鎚
錺

U
⇔
確
ぼ

O
o
#
窃

ω
・
H
b◎
昏
)

と

言

う

の

で

あ

る

。

こ
の
よ
う
な
立
場

は
カ
ソ
ト

の

一
貫

し
て

い
る
神

に
つ
い
て

の
思
想

と
考
え
て
よ

い
で
あ
ろ
う
。

彼

の
思
想

に
よ
れ
ば
、
超
越
神
学

は
宇

宙
論

と
本

体
論

と
に
区
別
さ
れ
、
夫

々
、
神

の
存

在

の
宇
宙
論
的
証
明
及
び
本
体
論
的
証
明

を
含

む
。

然

る
に
自
然
科
学

は
二
種

の
因
果

律
、

即
ち
、
自
然
及

び
自

由

の
咽
果
律

の
妥
当
す

る
経
験
的
世
界

よ
り
世
界
創
始
者

の
特
性

と
存

在
と
を
推

論
す

る
の
で
あ
る
。

「
そ
熟

一30一



は

こ
の
世

界

か
ら
凡

ゆ

る
自

然

的

若

し
く

は
凡

ゆ

る

道
徳

的

秩
序

及

び
完

全

性

の
原

因

と

し

て

の
最

高
叡

知

体

へ
と
湖

る
。

前

の
場

合

に

於

い
て

は
物

理
神

学

、

後

者

の
場

合

に

は
道

徳
神

学

で

あ

る
。
」

(函
●
α
.
H噸
～
N.
①
①
O
)

し

か
も

「
U
①鯵

は
神

を
信

ず

る
、

然

し

日
ゲ
o
巨

は
生

け

る
神

を
信

ず

る
」

(
}(
。
山
・
H
・
～
N・
①
①
H
)

と
言

う

よ
う

に
自

然

神

学

の
超

越
神

学

に
対

す

る
優

越
性

が

主
張

さ

れ

る

。

然

し
、

物

理
神

学
も

高

々
、
世
界

主
宰

者

類
景

尻
2

-を
証

明

し
得

る

の

み

で
あ
り
、
世
界
創
造
者

類
無
8
ず
α
風
2

を
証
明

す

る

こ
と
は
出
来

な

い
。
随

っ
て
、
物
理
神
学

は
宗

教

の
基

礎
と
な

る
可
き
神
学

と
し
て
は
不
充

分

で
あ
り
、

精

々
、

物
理
的
目
的

論
に
止

ま
ざ

る
を
得

な

い
こ
と
に
な
る

の
で
あ

る
・

か
く

し
て
宗
教

の
基

礎
と
し
て

は
道
徳
神
学

の
み
が
残
さ
れ

る

こ
と
に
な

る
。

し

か
も
そ
れ

は
神

学
を
ば
実

践
理
性

即
ち
意
志

の
上
に

基
礎
附
け

ん
と
す
る
も

の
に
他

な
ら
な

い
。

こ
の
実
践

理
性

の
立
場

に
於

い
て
は
道
徳
法
則
が
唯

一
最

高

の
原
理

で
あ
る
。

随

つ
て
、

道

徳
神
学

は
道
徳
法
則

の
確
立
を
前
提

と
す

る
も

の
で
あ

っ
て
、

超
越
的
絶
対

老

よ
り
出
発
す

る
も

の
で
は
な

い
。

こ
の
道
徳
法
則

に
ょ
る

道
徳
宗
教

の
礎

石

は
既

に
実
践
理
性
批
判

の
弁
証
論

に
於

い
て
始

め
て
成

し
遂
げ

ら
れ

た
も

の
で
あ

つ
た
。

即

ち
、
最

高
善

の
可
能

の
制

約

と
し
て
神

の
導

入
が

そ
れ

で
あ

る
が
、

そ
れ

は
神

の
理
論
的

証
明

で
は
な
く

て
、

あ
く

迄
、

神

の
存

在

の
実
践
的

確
信

に

他
な
ら
な

い
。

こ
の
こ
と
を
示
す

の
が

カ
ソ
ト
の
要

請

署

蛋

信
仰

Ω
碧
9

等

の
概
念

で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
な

立
場

に

於

い
て
は
、
神

は

超
越
的
な
究

極
者
自
体
で

は
な
く
、

内
的
な
人
間

の
道
徳
性

の
原
像

¢
皆
ま

で
あ
り
、
我

々
に
対
す

る
究
極
者

と
し

て
人

間

の
実
践
的

立
場

よ
り
内
在
的

に
把

え
ら
れ
る

の
で
あ
る
。

か
く

て
、

ク

ロ
ー
ナ
ー
の
主
張

の
如
く

カ
ソ
ト
の
道
徳
的
世
界
観

は
人
生
観

で
あ
る
と
考

え
ら
れ
る
な
ら
ば
、
そ
れ

は
ま
た
人

間
学
的
宗

教
的
人

生
観

で
あ
る
と
言
う

こ
と
も
出
来
る
で
あ

ろ
う
。

三

 

以
上

の
よ
う

に
し

て
、

カ
ソ
ト

の
宗
教
思
想

は
人
間
学
的
宗

教

と

い
う
性

格
を
持

つ
も

の
と
考

え
た

の
で
あ

る
が
、

痴

ン
ト

の

宗

数

哲

学

の

性

絡

人
間
学

と
宗

教

と

一31一



人

文

研

究

第
二
十
四
輯

は
果

た
し
て
無
条
件

に
結
合
し
得

る
で
あ

ろ
う

か
。

或

い
は
人

間
学
的
宗
教
と

い
う

も

の
が

可
能

で
あ
る

か
ど
う

か
と

い
う
疑
問

が
生

じ

て
来

る
で
あ

ろ
う
。
即
ち
、
宗
教

は
本
来
的

に
超
越

的
絶
対
者

を
前
提

と
す
る

こ
と

に
よ

っ
て
本
来
的

に
人
間
学

と
は
相
客

れ
な

い
も

の

で
は
な

い
か
と
考

え
ら
れ

る
か
ら

で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
疑
点

に
関
し
て
よ
く
知
ら
れ
て

い
る

こ
と
は
カ
ソ
ト
が

不
可
知
論
老
、

若

し
く

は
無
神
論
者

と
評
さ
れ

て

い
る
と

い
う

こ
と
で
あ

る
℃

例

え
ば

「
神

の
存

在

の
不
可
証
性

の
主
張

は
人

々
に
対
す

る
無
神
論

へ
の
よ
き
橋

渡
し

で
あ

る
。
」

(
〉
仁
αq
β
卑

]9
0b
O器
"
り
【碧
9

§

島
傷
一〇
犀
鉾
ず
O
一冨
Oゲ
O
<
『
⇔
一R
ゴ
O
謬
ω
.
O
H
)

と

い
う
如

き
主
張
が
そ
れ

で
あ
る
。

カ

ン
ト
が

認
識
論
的

に
不
可
知
論
者

と
言
わ
れ
る
所
以

は
彼

の
物
自
体

の
不
可
認
識

の
主
張

に
基
ず
く

も

の
で
も
あ
る

こ
と
を
想
起

し
な
け

れ
ば

な

ら
な

い
。

然

し
、

そ

の

こ
と

は
こ
こ
で
は
問
題

に
し
な

い
。

た
し
か
に
カ
ソ
ト
は
究
極
者
自
体
と
し
て

の
超
越
神

の
不
可
証
性

を
主
張
す
る
。

こ
の
こ
と

は
カ
ソ
ト
が
対

象
界

に
於

い
て
現
象

の
背

後

に
あ

る
物
自
体

の
不
可
認
識
を
主
張
す

る

こ
と
と
理
論
的

に
は
同

一
で
あ
る
と
考

え
ら
れ

よ
う
。

そ
の
限
り

に
於

い
て

は
、
彼

は
認
識

論
的

に
不
可
知
論
者

で
あ
る
と
共

に
神

に
就

い
て
も

不
可
知
論
者

で
あ
る
と
見
ら
れ

る

こ
と

は
誤
り

で
は
あ
る
ま

い
。

カ
ン
ト
は
思
弁

的

理
性

に
基
ず

く
凡
ゆ

る
神

の
存
在

の
証
明
を

不
可
能

と
す
る
許

り

で
は
な
く
て
、

神

の
道
徳
的
証
明

に
就

い
て
も
そ

の
妥
当
性

を
拒
否
す

る
。
即
ち

「
神

の
道
徳
的

証
明

は
、

神

の
存
在

に
関

し
て

何
等

の
客

観
的

に

妥
当
的

な
証
明

を
与

え
る
も

の
で

は
な

い
。
」

(
〆
葺
節

島
2

d
は
亀
。・寄
聾

ψ

ω
鵯

)
と

暑一目
う

の
で
あ

る
。

こ
こ
で
カ
ソ
ト
は
神

の
客

観
的
実
在

の
証
明

と
神

の
存
在

の

確
信

と
を
明

ら

か
に
区
別

し
て
い
る
。

し

か
も
前
老

の
断
念

は
直

ち
に
後
者
を
拒

否
す
る
も

の
で
は
な

い

こ
と
を
主
張

し

て
い
る

の
で
あ
る
。

「
神

の
論
証

は
思
弁

的

で
あ
る

か
ー

こ
れ

は
不
確
実

で
危

険
な
誤
謬

に
曝
さ
れ

て

い
る
1

或

い
は
信
仰

を
通
じ

て
道
徳

的

で
あ
る

か
、

の

い
ず

れ

か
で
あ

る
、

而

し

て
、

後

者

は
道
徳

性

を

目
標

と
す

る

以
外

の
如

何

な

る
神

の
特
性

を
も

思

惟

す

る

も

の

で

は
な

い
。

」

(≦

①昆
o
く
日

ψ

ω
b。
㊤

津

罐
B
魯
峠
⇔
器

飢
。B

Z
⇔
。巨
器
・・¢
)

即

ち
、

神

の
思

弁

的

論
証

は
不
確

実

で
あ

り
、

,誤

謬

を

含

む
。

そ

の

こ
と

は

カ

ン

ト
が

論

過

若

し

く

は
二
律

排

反

と

し

て
示

し

た
も

の
で
も

あ

っ
た
。

こ
の
よ
う

な

不
確

実

性

と
誤
謬

の
危

険

を
明

ら

か

に
す

る

の
が

カ

ン
ト

の
弁

証

論

で
あ

一32一



電

り
、

そ
れ

は
仮
象

の
論
理

と
も

い
う
可
き
も

の
に
他
な
ら
な

い
の

で
あ

る
。

そ
れ

に
対

し
て
神

の
存
在

の
実
践
的
確
信

の
道
が
残
さ
れ

て

い
る

の
で
あ
り
、

し
か
も

こ
の
確

信

は
人
間

の
道
徳
的
目
標
を

は
な
れ
て

は
あ
り
得

な

い
。

道
徳
性
を
除
外

し
て

は
恩
寵
も
奇
蹟
も
迷
妄

に
過
ぎ

な

い
。
人
間

は
恩
寵
、
奇

蹟

を
期
待
す

る

こ
と
に
よ

っ
て
、
却

っ
て
、

道
徳

的
完
成

へ
の
努
力
的
意

志
を
軽
視
す

る
に
到
る
場

合

さ
え
起

っ
て
来

る
。

こ
の
よ
う
な
場
合

に
は
恩
寵
や
奇
蹟

は
む
し

ろ
人
間

の
道
徳
的
向
上

の
障
碍
と
な

る

こ
と
に
な
る
。

カ
ン
ト
は
神
、
自

由
、

不
死

に

つ
い
て
は

「
形

而
上
学

の
独
断
論
即
ち
純

粋
理
性

の
批
判
な

し
に
何
等

か

の
成
功

を
収

め
よ
う

と
す

る

偏
見

は
道
徳
性

に
反

し
、

且

つ
、

常

に
全
く
独
断
的

で
あ

る
と

こ
ろ

の
不
信
仰

の
源
泉

で
あ
る
。
」

(区
・
島
.
H
.
<
・
<
O
羅
&
O
)
と

い
う
。

こ
の
叙
述

で
示
さ
れ

て
い
る
よ
う

に
カ
ソ
ト
は
神
、
自

由
、

不
死

に

つ
い
て
の
独
断
的
形

而

上
学
を
理
論
的

に
排
撃
す
る
だ
け

で
は
な
く

実
践
的

に
は
不
信
仰

の
根
源

で
あ
る
と
見
倣
す

の
で
あ
る
。

随

っ
て
、

カ
ソ
ト
の
独
断
的
形
而
上
学

の
拒
否

は
決

し
て
信
仰
i

そ
れ

は

神
、
自
由
、

不
死

に
も
関
わ
る
が
1

否
定

で
は
な
く
、

む
し
ろ
、

真

の
信
仰

を
確
保
す

る
唯

一
の
道
な

の
で
あ

る
。

故

に
、

カ

ン
ト
が

神

の
思
弁
的
認
識

の
可
能
性
を
認

め
な

い
と

い
う
意

味

で
は
明

ら

か
に
不
可
知
論

の
立
場

に
立

つ
も
の
と
言

い
得

る
が
、

そ
れ

は
神

の
否

定

で
は
な
く
、

随

っ
て
、

無
神

論

へ
の
接
近
を
意
味
す

る
も

の
で
は
な

い
。

逆

に
、
神

の
思
弁

的
認
識

の
中

に
誤
謬

と
不
信
仰
が
秘
さ
れ

て

い
る

こ
と
を
主
張
す
る

の
で
あ
り
、
そ

の
点

に
於

い
て
独
断
的
形

而
上
学

こ
そ
却

っ
て

実
践
的

に
は
無
神

論
的

で
あ
る
と

い
う

こ
と
に

な

る
で
あ
ろ
う
。

カ
ソ
ト
の
立
場

よ
り
す
れ
ば
知
的

不
信
仰

が
、

む

し
ろ
、

道
徳

的
信
仰

の
前
提
若

し
く

は
基
礎

と
考

え
ら
れ

る
の
で
あ

り
、

そ

の
点

に

於

い
て

「
不
可

知

論

か
ら

無

神

論

へ
は
唯

一
歩

の
み

で
あ

る
。

」

(
U
窪
羅

"
固
翼

募

傷

審
匪
o
臣
静

o

≦

⇔
ぼ
ゴ
o
津

ω
.
置

O
)

と

言
う

よ
う

な
評

は

カ

ソ
ト

の
思
想

を

正

し
く

捉

え

る

も

の

で
は
な

い

と

い
う
他

は

な

い
で
あ

ろ

う
。

不

可
知

論

は

カ

ン

ト

に

於
い
て
、
理
論
理
性
の
場
合
1

そ
れ
は
物
自
体
の
不
可
認
識
性
1

と
同
様
に
、
人
間
理
性
の
有
限
性
を
示
す
批
判
哲
学
の
根
本
思
想

と
見

な
け
れ
ぽ
な
ら
な

い
。
我

々
の
人

間
理
性

に
と

っ
て

は
神

も
物
自
体

と
同

じ

く

超

経

験

的

で
あ
り
、

そ
れ
等

は
、

ク

ロ
ー

ナ
ー
の

言
う

よ
う

に
、

究
極
者
自
体

と
し

て
は
到
達
す
る

こ
と

の
出
来

な

い
限
界
概
念

に
他
な
ら
な

い
。

し
か
も

カ
ン
ト
の
宗

教
的
思
想

を
単

に

カ

ン
ト

の

宗

数

哲

学

の

性

格

一33一



人

交

研

究

第

二
十
四
輯

.
不

可
知

論

と

な
す

こ
と

は
誤

謬

で

は
な

い
に

せ
よ
、

何

等
、

カ

ン

ト

の
思
想

を

内
容

的

に
積

極

的

に
規

定

す

る
も

の

で
ぱ

な

い
。

そ

の

こ

と

は

カ

ソ

ト
の
物

自

体

の
思
想

を
認

識

論

的

に
不

可
知

論
者

と
評

し
去

る

こ
と

と
軌

を

一
に
す

る
も

の

で
あ

ろ

う
。

こ
の

よ
う

な
知

と
信

の
問

題

は

ス

コ
ラ
神

学

と
共

に
あ

っ
た

も

の

で
あ

る
が

、

カ

ソ

ト

に
よ
り

一
つ
の
新

し

い
解

答

が

与

え
ら

れ

た
も

の
と

も
見

る

可
き

で
あ

ろ
う

。

一34一

 

四

道
徳
的

立
場

よ
り
確
信
さ
れ

る
神

と
は
如
何
な

る
も

の
で
あ
ろ
う

か
。

客

観
的
実
在

の
論
証
が
拒
否
さ
れ
道
徳

的
信
仰

に
関

わ
る
神

と

は
本
質

に
於

い
て
全
く
内
在
的

な
も

の
に

な
る
の
で

は
な

い
で
あ
ろ
う

か
。

た
し
か
に
カ
ソ
ト
は
そ
れ
を

思
わ

せ
る

表
現
を

用

い
て

い

る
。
例

え
ぽ
、
神

は
自
己

の
外

に
あ
る
存
在

に
非
ず

し
て
、

自
己

の
中

に
あ

る
思
惟

で
あ
る
、
或

い
は
、
神

と
は
道
徳
的
実
践
的

に
自
己

自
身

に
法
則

を
付
与
す

る
理
性

で
あ
る
、

と

い
う

の
が
そ
れ

で
あ
る
。

こ
れ
等

の
叙
述

よ
り
す
れ
ば
神

は
全

く
内
在
的

で
あ
る

の
み

で
は

-
な
く
、

し

か
も
道
徳
律

と
等
置

さ
れ

る
よ
う

に
さ
え
思

わ
れ

る
の
で
あ
る
。

更

に
、
道
徳
律

は
無

上
命
法

と
し
て
究
極
的

な
意
志
規
定

の

原
理
と
な

る
も

の
で
あ

る
が
、
他
方

に
於

い
て
は
、
宗

教
は
義
務

を
神

の
命
令

と
し
て
遂
行
す

る
も

の
で
あ

る
と
規
定

さ
れ

る
。

こ
の
両

者
が
矛
盾

な
く
両
立

せ
し
め
ら
れ

る
と
す
れ
ば
、
道
徳
津

と
神

は
同

一
で
あ
る

か
、
若

し
く

は
、

少
な
く
も
神

と
道
徳
津

は
直
接

に
結
合

す

る
も

の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

然
し
後
者

の
場
合
、
若
し
神

が
端
的

に
道
徳
律

の
保
持
者

と
し
て
あ
り
、

神

は
実
体
的
命
令

者

と
し

て
臨
む

の
で
あ
れ
ば
、
人

間

の
自
律
的
道
徳
性

は
全

く
失
わ
れ

て
し
ま
う

こ
と

に
な

る
他

は
な

い
。

こ
の
視
点

よ
り
す
れ
ば
神

と
道
徳
律

の
関
係

は
あ
る
意
味

に
於

い
て
の
同

一
性
、

即
ち
前
者

の
場
合

に
よ

っ
て
考
え

る
他

は
な

い
よ
う

に
思
わ
れ
る
。

即
ち
、

カ

ソ
ト
の
宗
教

定
義

に
即

し
て
考

え
る
な
ら
ば
、
神

は
当
為
を
示
し
、

神

の
意
志

は
人
間

の
良

心

の
耳

の
中

に
聞

か
れ
、

神

の
呪
咀

は
良

心
の
苛
責

と
し

て
、
更

に
、
神

の
愛

は
心
情

の
道
徳
的

祝
福

と
し
て
感

得
さ
れ

な
サ
れ
鳳
な
ら
な

い
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う

な
場
合

に
も
亦
、
神

と
鳳
洞

'



一
で
あ
る
と
解

さ
れ

る
よ
ヶ

に
思
わ
れ
.る

の
で
あ
る
α

-

た
し
か
に
、
我

々
は
多
く

の

カ
ソ
ト
の
叙
述

に
つ
い
て
、

神

と
道
徳
律

の
等
置
を
意
味
す

る
と
思

わ
れ

る
箇
所

に
出
会
う

の
で
あ

る
σ

例

え
ば

「
宗
教
論
」

に
於

い
て
は
、

神

の
表
象
を
神
聖
な
立
法
者
、

彼

自
身
神

聖
な
法
則

の
主
宰

者
、

審
判
者

と
し

て
示

さ
れ
、

且

つ
、

「
人
間

の
神
聖
性

に
結
合
さ
れ

た
る

法
則

と
し
て
表
象

さ
る

可
き

で
あ

る
。
」

(菊
①
一㎡
凶○
口
ω
.
H
O
●Q
)

と
言
わ
れ

る

の
で
あ

る
。

神

が

こ

の
よ
う

に
表
象

さ
れ

る
場
合
、
神

へ
の
奉
仕

は
即
ち
道
徳

法
則

へ
の
服
徒

を
意
味
す

る
。

随

っ
て
ま
だ

「
宗

教

は

(
主
観
的

に
言

え
ば

)

一
切

の
我

々
の
義
務

を
神

の
命
令

と
し
て
認
識
す

る

こ
と
で
あ

る
。
」

(
幻
O一㎡
一〇
口
ω
.
H
①
戯
)

と

い
う
宗
教
定
義

に
迄

導

か
れ

る

こ
と

に

な

る

の
で
あ
る
。
或

い
は
ま

た

「
宗
教

は
、

法
則
付
与
者
及

び
審
判
者

を
通
じ

て
我

々
に
関

し
意

味
が
保
持
さ
れ

る
限
り
、

我

々
の
内

な

る
法
則

で
あ
る
。

宗
教

は
神

の
認
識

に

適
用

さ
れ

た
る

道
徳

で
あ

る
。
」

(
≦
①昆
o
<
H
口

ω
.
b◎
↓
ド
d
び
①
触
震
ユ
罐
o
σq
艶
)

と
語

ら
れ
る

の

で
あ

る
。

然

し
、
神

と
道
徳
律
と
の
直
接
的
同

一
性

と

い
う

こ
と
は
な

お
、
何

と
し
て
も
承
認
さ
れ
な

い
よ
う

に
思

わ
れ

る
。

蓋

し
、
神

と
道
徳

律
が
直
接
的

に
同

一
で
あ
れ
ば
道
徳
律
が
神

と

い
う
言
葉

で
置
き
換

え
ら
れ

た
も

の
に
過

ぎ
ず
、

随

っ
て
ま
た
神
を
根

本
概
念

に
も

つ
宗

教

は
全

く
無
意
味

に
な

る
。
そ
れ
故
、

カ
ソ
ト
が
神

と
宗
教

と
を
語

る
限
り
、

神

と
道
徳
律

は
直
接

的
同

一
者

で
は
な

い
と
考

え
る
他
は

な

い
。

と
す
れ
ば
神

と
道
徳

律

は
如
何
な

る
関
係

に
解

さ
れ

る
で
あ
ろ
う

か
。

カ

ン
ト
の
宗

教
定
義

は

一
応
そ
れ

を
明

ら

か
に
示
し
て

い

る
よ
う

に
解
さ
れ

る
が
、
両
者

の
関
係

は
必

ら
ず

し
も

一
義
的

に
明
確

と
は
言
え

ま

い
。

人
間

の
道
徳
的
自
由

は
自
然

か
ら

の
自

由

で
あ
る
の
み

で
は
な
く
、

一
切

の
外
的
な
も

の
、

随

っ
て
ま
た
超
感
性
的

な
も

の
か
ら
も
自

由

で
な
け
れ
ば
な

ら
な

い
。

故

に
道
徳
的
立
場

に
立

つ
限
り
、

神

を
道
徳

の
上

に
置
く

こ
と

は
必
然
的

に
道
徳

的
自
律
性

を
弱

め
る
結
果

と
な

ら
ざ

る
を
得

な

い
こ
と
に
な

る
。

故

に

「
究
極
目
的

の
内
容
規
定

に
伴
な

っ
て
意
志

の
自
律

は
破
ら
れ
、

そ
れ

と
共

に
カ
ソ
ト
の
倫

理
学

の
根
本

原
理
は
破
壊
さ
れ

る
。
」

(
】≦
認

㊤
"
目
昌
冨

潮

隠

b
儀
凝

侮
霞

臣

颯
0
5
ψ

O
α
)
と

い
う

よ
う

な
批
判
も
当
然
出

て
来
る

カ

ン

ト

の

宗

数

哲

学

の

性

格
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人

文

研

究

第
二
十
四
輯

の
で
あ

る
。

カ
ソ
ト
の
倫
理
学

の
根
本
原
理
と

は
、
勿
論
、
道
徳

的
意
志

の
自
律
性

を
指

す

の
で
あ

り
、

そ

の
こ
と

は
ま
た
、

彼
が

「
道

徳

は
宗
教

を
必
要

と
し
な

い
」

と
続
返
え
し
道
徳

の
自
足
性

を
強

調

し
た

こ
と
と
相

即
応

す

る

の
で
あ

る
。

随

っ
て
、

「
道
徳

的
な
も

の

よ
り
見

れ
ば
、

カ
ソ
ト
に
と

っ
て

は
神

は
直

ち
に
道
徳
律

と

一
致

す
る
。
」
(
擦

8
0
『

閑
き
訪

≦
、魯
ρ
器
静
窪
q
5
σq
ψ

ω
H
)
と
言
う

の
は

正

し

い
。
然

し

こ
こ
で
も
神

と
道
徳
律

と

の
無
条
件
的
同

一
性

が

主
張

さ
れ

て

い
る

の
で
は
な
く
、

「
道
徳
的
な

る
も

の
よ
り
見
れ
ぽ
」

と

い
う
前
提

の
下

に
於

い
て
両
者

の
同

一
性

が
言

わ
れ

て

い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
前

提

は

一
体
何

を
意
味
す

る

で
あ
ろ
う

か
。

道
徳

的

に
見

れ
ぽ
神

と
道
徳
律

が

一
致
す

る
と

い
う

の
で
あ
れ
ば
、

こ
の
前
提

を
除

い

た
場

合
、

若

し

く

は
宗
者
的

に
見
れ
ば
両

老

は
相
異
な
る

と

い
う
他

は
な

い
こ
と
に
な

る
で
あ
ろ
う
。

随

っ
て
、
道
徳
的
見
地

よ
り
し
て
の
神

と
道
徳
律

の

一
致

の
主
張

に
も
拘

わ
ら

ず
根
本
的

に
は
両
者

は
、
当
然
、

別
個

の
も

の
と
考

え
る
他

は
な

い
。

然
し
、
両
者

を
別
個

の
も

の
と
考
え
る
と
す

れ
ば

メ
ン
ゲ

ル
の
指

摘

す

る
よ
う

に
倫

理
学

の
根
本

原
理

は
破
壊

さ
れ

る

こ
と

に
は
な
ら
な

い
で
あ
ろ
う

か
。

或

は
倫

理
学

と
宗
教

と

は
相
互

に
相
客
れ
な

い

も

の
と
な
り
、

コ
ー

ヘ
ソ
の
言

よ
よ
う

に
宗
教

は
彼

の
倫

理
学

に
対

し
有
害
な
附
属
物

と
な
る

の
で
は
な

い
で
あ
ろ
う

か
。

た
し
か
に
、

内
的

な
道
徳
律
が
意
志

の
最

高

の
規
定

原
理

で
あ
り
、

し

か
も
同
時

に
そ
れ
が
神

の
命
令

と
見
倣

さ
れ
る
と
す
れ
ば
、
道
徳
律

と
神
、
道

徳

と
宗
教

と
は
相
互

に
二
律
排
反
的
矛
盾

を
構
成
す

る

か
の
よ
う

に
思
わ
れ
る
。

即
ち
、

道
徳
律

は

一
方

で
は
純
粋
実

践
理
性

の
法
則

で

あ

り
、
他
方

で
は
神

の
命
令
的
法
則

と
な

る
か
ら

で
あ
る
。

こ
の
点

に

つ
い
て

「
カ
ソ
ト
自
身

の
形

而
上
学

の
否

定

に
も
拘

わ
ら
ず
、
脱

却

し
得
ざ

る
永
遠

の
二
律
排
反
が
存
す

る
如
く
思
わ
れ
る
。
」

(
寄

8
2

"
閑
き
冨

≦
。犀
き
8
冨

O
冒

σq
ω
●ω
O
)

と

い
わ
れ

る
所
以
が

あ
る

で
あ
ろ
う
。

と

こ
ろ

で
、

こ
の
よ
う
な

二
律
排
反

は
も

は
や
解
決
出

来
な

い
も

の
で
あ
ろ
う

か
。

我

々
は
カ
ソ
ト
の
表
現

を
注
意
深
く
検
討
す

る
な

ら
ば
、

必
ず

し
も

解
決
不

可
能

で
あ
る

と
結
論
す

る

こ
と

は
出
来
な

い
で
あ
ろ
う
。

こ
の
点

に
瀾

し
再
び

ク

ロ
!
ナ
ー

の
思
徳
を
参

照
し
よ
う
。

彼

は

こ
の
矛
盾
を

「
我

々
に
対
す

る
究
極
者
」

と

「
究
極
者
自

体
」

の
二
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つ
の
概
念

を
区
別
す

る

こ
と

に
よ

っ
て
解
決

し
よ
う
と
試

み
る
。

前

に
示

し
た
よ
う

に

「
我

々
に
対
す

る
究
極
者
」

と

い
う
表
現

は
カ

ソ

ト
自

身

の
用

い
た
も

の
に
他

な
ら
な

い
。

即
ち
、
信
仰
が
語

ら
れ
る
限
り
究
極
者
自
体
が
定
立

さ
れ
な
け
れ
ば

な
ら
ず
、
謂

わ
ば
、

こ
の

究
極
者
自
体
が
信

仰

の
内
容

と
な
る

の
で
あ

る
。

然

し
、
究
極
者
自
体

へ
の
到
達

は
直

接
的

に
可
能
な

の
で

は
な
く
、
間
接

に
、
我

々
に

対

す

る
究
極
者
を
介
し

て
の
み
可
能

で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
意
味

に
於

い
て

「
究
極
者
自
体

は
同
時

に
必
然
的

に
我

々
自
身

に
対
す

る
究

極
者

で
あ

る
。
」

(
唇
δ
昌
Φ
誓

号
箆
.)

と
言
う
。
然

し

こ
の
こ
と
に
よ

っ
て
カ

ソ
ト

の
困
難

が
決

し
て
終
極
的

に
解
決

さ
れ

た
わ
け

で
は

な

い
。

フ

ロ
ー
ナ
ー
も
そ
れ

を
認

め

つ
つ

か
か
る
矛
盾

は
信
仰

内
容

に
関
す

る
限

り
避

け
得
ざ

る
も

の
で
あ

る
と
言
う

の
で
あ
る
。

と

こ
ろ

で

「
我

々
に
対
す

る
究
極
者
」

と

は
人
間

に
内
在
的

な
究
極
者

で
あ
り
、

随

っ
て
そ
れ
は
内
な

る
道
徳
律

と
解
さ
る
可
き

で
あ

り
、
そ

れ

に
対

し
て
、

「
究
極

者
自
体
」

と

は
超
越
的
な
神

と
考
え
ら
れ

る
。

「
究
極
者
自

体
」

は

「
我

々
に
対
す

る
究
極
者
」

を
介
し

て

の
み
到
達

さ
れ
、
随

っ
て
ま
た
神

へ
の
通
路

は
た
だ
道
徳

律

に
よ

っ
て

の
み
見
出

さ
れ

る

の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
過
程
を
経

て
、
道

徳

律

は
必
然
的

に
神

に
な
る

こ
と
が
結
論
さ
れ

た

の
で
あ
る
。
.
故

に
両
者

は
、
勿

論
、
直
接
的

に
同

一
な

の
で
は
な
く
、
媒
介
的
若

し
く

は
矛
盾

的

に
同

一
で
あ
る
と

い
う
外

は
な

い
。

以

上

の
よ
う
な

ク

ロ
ー
ナ
ー
の
解
釈

は

一
面

に
於

て
は
カ

ン
ト
の
思
想
を
正

し
く
捉
え
て

い
る
で
あ
ろ
う
。

然

し
、
我

々
に
対
す

る
究

極
者

を
必
然
的

に
究
極
者
自

体

で
あ
る

と
な
す

こ
と
は
何

と
し
て
も

一
種

の
飛
躍

を
含

ん
で

い
る
と
考

え
る
外

は
な

い
。

し

か
も
彼

は
如

何
な

る
条
件

に
於

て

「
必
然
的
」

で
あ
る

か
を
明
確

に
し

て
い
な

い
の
で
あ
る
。

勿

論
、

ク

ロ
ー

ナ
ー
も
神

と
道
徳
律

と
を
直
提
的
同

一

に
於

て
捉

え
て

い
る

の
で
は
な
く
、

両
者
を

矛
盾
的
関
係

に
於

い
て

見

る
限
り
、

こ
の

「
必
然
的
」

は

「
論
理
必
然
的
」

で

は
な

い
。

で
あ

る
と
す
れ
ば

こ
の
相
互
矛
盾
的
な
も

の
は
如
何

に
し
て
同

一
で
あ
ろ
う

か
。

そ
れ
を

ク

ロ
ー
ナ
ー

は
十
分

に
示

し
て

い
な

い
の
で
あ

る
。

カ

ン

ト

の

宗

数

哲

学

の

性

格
◎
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究
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四
輯

五

カ

ソ
ト

の
表
現
に
於

い
て

は
、
神

は
道
徳
律

と
同

一
で
あ
る
と
解
き

れ

る
程

に
両
者

の
間

に
は
緊

密
な
直
接
的

結
合

が
見
出

さ
れ

た

の

で
あ

る
が
、

し
か
し
そ
れ

は
両
者

の
直
接
的

同

一
で
は
な

い
。

何

と
な

れ
ば
、
神

は
道
徳
律

の
絶
対
者
化
若

し
く

は
人

格
化

と
見
ら
れ

る

に
せ
よ
、
そ

の
こ
と

は
決

し
て
恣
意
的
転
化
若

し
く

は
擬
制
的

転
移
を
意
味
す

る
も

の
で

は
あ
り
得

な

い
。

む
し
ろ
、

そ

の
根
底

に
は
内

在

よ
り
超
越

へ
向
う
次
元

の
転
移
が
含

ま
れ
て

い
る

と
考

え
る
外

は
な

い
で
あ

ろ
う
。

勿
論

カ

ソ
ト
の
立
場

よ
り
す

れ
ば
、

こ
の
こ
と
が

直

ち

に
超

越
神

の
実
体
的
措
定

で
あ

る

こ
と
は
出
来
な

い
。

む

し
ろ
、
実

践
的

に
道
徳

の
究

極

に
於

て
超
越
者
が
表
象

さ
れ
る
と

い
う

こ

と
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、

こ
の
場
合
、
超
越
者

に
向
う
限
り
、
単

に
物
自
体

の
場
合

の
如
く

限
界
概
念

と
し
て
置
れ
る
と

い
う

の
で

は
な
く
、
そ

の
根
底

に
於

て

一
つ
の
立
場

の
転
換
が

あ
る
と
考

え
る
よ
り
外

は
な

い
で
あ
ろ
う
。

即
ち
、

義
務

が
神

の
命
令
と
見

な

さ
れ
る
と

い
う
と
き
、
神

と
道
徳
律
が
同

一
次

元

に
於

て
等
置

さ
れ
る

の
で
は
な
く
次
元
を
異

に
し
た

道
徳

的
立
場

よ
り
宗
教
的
立
場
、

内
在

よ
り
超
越

へ
の
次
元
的
転
移
が
含

ま
れ
る
と
言
う
可
き

で
は
な

か
ろ
う

か
。
随

っ
て
、

ク

ロ
ー

ナ
ー

の
神

と
道
徳
律

の
同

一
性

の
主

張
も
、
無
条
件

で

は
な
く

て
、
彼
自
身
言

う
よ
う

に

「
道
徳

の
立
場
」

か
ら
言
わ
れ
得

る

こ
と

に
な
る

の
で
あ
ろ
う
。

蓋

し
、

カ
ソ
ト
の

道
徳

律
よ
り
す
れ
ぽ
そ
れ
を
越
え
る
如
何

な
る
絶
対

者
も
措
定
す

る

こ
と

は
出
来
な

い
。

随

っ
て
道
徳

律

に
対

し
て
神

は
別
個

の
実
体

で

は
な
く
、

そ

の
無
制
約
的
神
聖
性

を
示
す
象
微

的
表
現
と

い
う

こ
と
に
も
な

る
で
あ
ろ
う

か
。

更

に
カ
ン
ト
の
宗

教
定
義

に
即

し
て
言
う
な
ら
ば
次

の
如
く

な
る
で
あ

ろ
う

か
。

即
ち
、
義
務

は
神

の
命
令

と
し
て

「
認
識
さ
れ
る
」

若

し
く

は

「
判
定
さ

れ
る
」

と

い
う

の
で
あ

る
が
、

こ
こ
で
は
明

に
義
務

の
認
識
が
問
題

と
さ
れ
て

い
る
。

本
来
無

上
命
法

は
無
制
約
的

で
あ
り
直
接
的

で
あ

る

こ
と
に
よ

っ
て
そ

れ
は
道
徳
的
意
志

以
外

の
特
殊
な
認
識
、

判
定

を
必
要

と
す

る
も

の
で
は
な

い
で
あ

ろ
う
。
然

し
そ

の
認

識
が
要
求

さ
れ

た
場
合
、
も

は
や
単

な
る
内
在
的

道
徳

意
志

を
以

っ
て
す

る

こ
と
は
十
分

で
は
な

い
。

随

っ
て
、
義
務

の
認
識
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'

が
問

題
と
な

っ
て
来

る
場
合
、
道
徳

的
立
場

は
宗
教
的
立
場

に
移
行
し
、

そ

の
立
場

に
於

て
義
務

は
神

の
命
令

た
る

こ
と
が
認
識

さ
れ
る

と
言

い
得

る
の
で
は

な
か
ろ
う

か
。

故

に
こ
こ
に
道
徳
律
が

神

の
命
令

し
て

認
識
さ
れ
る

と
い
う

次

元
的

転
換

が

見
出
さ
れ
る

の
で
あ

る
。随

っ
て
、
道
徳
律

と
神

と
は
決

し
て
同

一
で
は
な

い
。

ま
し
て

「
カ
ソ
ト
の
神

は
実
体
的

に
は
自
己
自
身

の
自
我

と
異

っ
た
も

の
で

は

な

い
。

」

(
団
躍
匹
o
吋
"
U
o
婦
ζ

◎
尋

屋
β
口
oo
ω
・
註

ω
)

と

い
う

如

き

主

張

は
、

決

し

て

カ

ン

ト

を

正

し

く

解

釈

す

る

も

の

で

は
な

い

の

み

で

な

く

、

カ

ン
ト

の
真
意

を
誤

る

の
甚

し

い
も

の
と
言

う

外

は
な

い
。

蓋

し
、

こ
の
よ

う
な

解
釈

は

カ

ソ

ト

の
立
場

を
所

謂
、

神

人

同

一
論

〉
巨
冨
o
肩6
日
o
弓
ぼ
聲

霧

と
見
倣
す
も

の
で
あ

っ
て
、

そ
れ

は
カ
ソ
ト
自
身
極
力
排
斥

し
た
も

の
に
外
な
ら
な

い
の
で
あ

る
。

道
徳
律

は
神

の
法

に
比

さ
る
可
き
神

聖
絶
対
性

を
有

し
、

か
よ
う
な
道
徳
律

の
主
体

と
し
て
の
人
格

は
神
的
尊

厳
性

を
も

つ
も

の
と
も

言

い
得

る
で
あ
ろ
う
。

然
し
、

他
面
よ
り
考

え
る
な
ら
ば
、

こ
の
こ
と
は
却

っ
て
そ

の
背
後

に
人

間

の
有

限
的
不
完

全
性

が
暗
示

さ
れ
て

い
る
も

の
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
即
ち
、

道
徳
律
が
無
上
命
法

と
し
て
人

間

に
臨
む

こ
と

は
、

そ

こ
に

一
つ
の
強
制
が
あ

る

こ
と
を
前
提

と

し
て

い
る
。
感
性

と
理
性
、
快

楽

と
道
徳

は
厳

し

い
区
別

と
対
立

を
な
す

の
で
あ
り
、

こ
の
対
立

の
超
克

と
し

て
無
上
命
法

が
成

り
立

っ

て
来

る
。
随

っ
て
、
無

上
命
法

は
根
本
的

に
は
人
間

の
有

限
的

不
完
全
性

を
前
提

し
、

そ

こ
に
は
じ
め
て
強
制
的
命
令
が
意
味

を
も

っ
て

来

る
の
で
あ
る
。

カ
ソ
ト
は

「
無

上
命
法

は
意
識

一
般

の
客
観
的
法
則

の
、

こ
れ
又

は
か
の
理
性
的
存
在

の
意
志
、
即

ち
人

間
意
志

の
主

観

的

不

完

全

へ
の

関

係

を

表

現

す

る
形

式

に

過

ぎ

な

い

。

」

(
ぐ
く
Ω
『犀
O

一一
一
ω
●
ω
α

一)
一〇

(
岸
d
巳

一〇
σq
凝

α
窪

7
ら
Φ
門巷

ゲ
鴇
弓〇一脚

ユ
O
円

ω
騨
一〇
口
)

と

言

う

の
で
あ
る
Q

入

間

の
有

限
性

は
ま
だ
人

間

の
感
性
的
自
然
性

に
関
わ
る

の
で
あ
り
、

そ

れ
に

つ
な
が

っ
て
来

る
倫

理
的
問

題

は
幸

福

と
悪

の
問
題
な

の
で
あ
る
。

し
か
も

カ
ソ
ト
に
於

い
て

は

こ
の
よ
う
な
幸

福
及

び
悪
を
介

し
て
道
徳

は
宗

教

へ
移
行

し
て
行

っ
た
の
で
あ

っ
た
。

こ
の

こ

と

は
人

澗

の
有
限
的
不
完
全
が
自
覚

さ
れ

る

こ
と
に
よ

っ
て
道
徳

の
立
場

は
宗
教
的
立
場

へ
止
揚

さ
れ
て

い
く

こ
と
を
示
す
も

の
と
考

、兄

カ

ン
ト

の

宗

数

哲

学

の

性

絡

一39一
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第
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四
輯

な
け
れ
ば
な
ら
な

い
で
あ

ろ
う
。

こ
の
点

に
関
し

て

「
立
法
者

の
理
念

は
、

謂

わ
ば
、
む

し
ろ
道
徳
性

に
於
け

る
欠
陥
を
証
明
す

る
。
」

(ζ
O
旨
αq
匹

"
〆
婁

田哲

薗
巳

昌
ロ
σq
傷
oH
臣

戯
一〇
口

ω
・
α
G◎)

と

い
う

の

は
正

し

い
で
あ

ろ

う

し

、

し

か
も

道
徳

と
宗

教

と

の
根

本
的

関
係

を

示

し
て
い
る
も

の
と
言

い
得

る

で
あ
ろ
う
。
蓋

し
、
道
徳
性

は
人

間

の
道
徳
性

で
あ
る
限
り
絶
対
自
足
的
完

全
性

を
も

つ
も

の
で

は
な

い
。

人

間
が
有

限

で
不
完

全
で
あ
る

こ
と

は
、
人

間

の
道
徳
性
も
本
来
的

に
限
界

が
あ
る
と
考

え
ら
れ

る
か
ら
で
あ

る
。

こ
の
よ
う

に
し
て
人
間

の
道
徳
律

は
そ

の
内
面
的
本
質

よ
り
し
て
そ
れ

の
立
法
者
を

要

請

し
て
来

る
と
考

え
る
よ
り
外

は
あ
る

ま

い
。

そ
れ

は
カ
ソ
ト
的
立
場

に
於
て

は
彼

の
道
徳

が
必
然
的

に
宗
教

に
移
行
し
な
け

れ
ば
な
ら
ぬ

こ
と
を
も
意
味
す

る
で
あ
ろ
う
。

此

の
移
行

は
同

一
次
元

に
よ
る
連
続
的
移
行

で
は
な
く
、

そ

の
根
底

に
次
元
的
立
場

の
転
換
が
あ

る
と
考

え
な
け
れ
ば

な
ら
な

い
で
あ

ろ
う
。

か
か

る
観
点

よ
り
す

れ
ば
、

ま
た
、
道
徳
律

と
神

と
は
同

一
と
言
う

こ
と
は
出
来
な

い
。

然

し
そ

れ
と
同
時

に
道
徳
律

と

は
深
く
内
面
的

に
つ

な
が

っ
て

い
る

の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
神

は
内
在

で
あ
る
と
同
時

に
超
越
、

超
越

と
同
時

に
内
在

と

い
う
よ
り
外

は
な

い
9で
あ

ろ
う
。

道
徳

律
が
人
格
的
意
志

の
格
率

と
し
て
妥
当
す
る
場
合
、

そ
れ

は
道
徳
的

で
あ

る
が
、
同

じ
道
徳
律
が
神

の
命
令

と
し
て
受
け
と
ら
れ

る

と
き
、

そ
れ

は
宗
教
的

で
あ
る
。

し

か
し
両
者

の
場
合

に
つ
い
て
は
何

等

の
矛
盾

は
な

い
許

り
で
は
な
く
、

前
者

の
道
徳
的

立
場

は
後
者

の
宗

教
的
立
場

に
よ

っ
て
更

に
確
平

た
る
支
柱
を
獲

る

こ
と
に
な

る
の
で
あ

る
。

か
く

の
如

く
し
て

カ
ソ
ト
の

「
道
徳
宗
教
」

は
道
徳

の

附
属
物
、
若

し
く

は
実
践
理
性

の
道
徳

の
中

に
含

ま
れ
る
も

の
で
は
な
く
、

独
立
的

で
あ
り

し
か
も

よ
り
高

い
次
元

に
於

て
成
立
す

る

の

で
あ

る
。

こ
れ

を
導
き
来

た

っ
た
も

の
は
人

間

の
反

省
と
自
覚

と
に
外
な
ら
な

い
。

即
ち
、

道
徳

の
立
場

に
於

い
て
は
内

面
的
道
徳
律

は

絶
対
性

を
有

し
、
人

間

は
そ
の
主
体

と
し
て
無
限
的

で
あ

る
が
、

人
間
が
自
己

の
有

限
性
を
自
覚

し
反

省
す

る

こ
と
に
よ

っ
て
、

内
的
道

徳
律

は
神

の
命
令

と
し
て
超
越
的

に
措
定
さ
れ

る
。

か
く

て
無
限
性

よ
り
有
限
性

へ
の
人

間
自
覚

の
あ

り
方

に
対
応

し
て
道
徳
律

は
内
在

よ
り
超
越

へ
の
方

向
を
と
り
神

と
し
て
定
立

さ
れ
、
同
時

に
道
徳

は
宗
教

へ
と
移
行
す

る

の
で
あ
る
。

註

カ
ン
ト
の
宗
教
思
想
、
特
に
其
の
カ
ン
ト
的
の
理
念
に
対
し
て
は
、
更
に
次
の
様
な
解
釈
で
あ
る
。
そ
れ
は
カ
ン
ト
的
理
念
を
擬
制

男
岸
ま
ロ
の
考
え

一40一



方
よ
り
解
釈
し
よ
う

と
い
う
も

の
で
あ
る
。
そ
れ
は
次
の
よ
・9、
な
考
え
方
で
あ
る
ゆ

即
ち
、
道
徳
律
の
絶
対
的
自
主
性
の
観
点
か
ら
す
れ
ば
、

神
も
不
死

　

　

　

　

　

　

　

　

も
実

在
的

で
は
な
く

て
、
単

に
神
が
存
在

す

る
か

の
如

く

(9
『

9
)

霊
魂

は

不

死

で
あ

る
か

の
如

く
行
為
し

な
け

れ
ば

な
ら
な

い
。

し
か
も

カ

ン
ト

の

理

念

は
統
制
原

理

で
あ
る
と
す
れ
ば
実
在
的

で
は
な

く
単

に
統
制
的

役
割
を
持

つ
に
過
ぎ
な

い
。

こ
の
よ
う

に
カ

ン
ト
の
理

念
を
総

て

擬
制

の
視
点

よ
り

解

釈

し
よ
う

と
す
る

の
が
、
所

謂

、

フ

ァ
イ

ヒ
ン
ガ
ー
の

巴
。・
9

哲

学

の
立
場

で
あ
る
。

フ

ァ
イ

ヒ

ン
ガ
ー
は

こ
の
よ
う

な
立
場

か
ら

し
て
、

カ

ン
ト
の

思

想

の
中

に

「
純

粋
主
観
主
義

よ
り
近
代
的
実
証

主
義

へ
の
移
行

」

(
〈
ダ
岸
一碁

φ
『
"
〉
尻

oぴ

用
炉
一喜

ゲ
一〇
ω
.
H
刈
心
.
h
)

を

見
出

そ
う

と
す

る
。

た
し
か

に

カ

ン
ト
の
叙
述

の
多

く
の
箇
所
で

「恰
も
…
…
か
の
よ
う
な
」

(餌尻
9
)
と
い
う
表
現
が
見
出
さ
れ
る
。
し
か
も
理
念
は
先
験
的
仮
設
で
あ
り
統
制
的
原

理
と
い
う
性
格
を
持

つ
こ
と
も
明
で
あ
る
。

コ
ー

ヘ
ン
は
統
制
的

に
使
用
さ
れ
る
先
験
的
理
念
を
視
点

O
窃
置
暑

量

け
と
解
し

「
こ
の
視
点

(統
制
的
使

用
)
の
採
用

に
際
し
て
の
仮
定
的
な
る
こ
と
は
三
つ
の
先
験
的
理
念

に

つ
い
て

温
『
9
、.
に
よ

っ
て
最
も
特
徴
的

に
表
現
さ
れ
る
。

(0
9
魯

"
否

富

凝

『量

ユ
臼

ρ
筐

犀
ψ

Q。
。。
)
と
言
う

。

フ

ァ
イ

ヒ

ン
ガ
ー

は
カ

ン
ト

の
先
験
論

を
実

践
的

実

用
主
義

の
方
向

に
、

コ
ー

ヘ
ン
は
論

理
主
義

の
方

向

に

徹
せ
ん
と
す
る
も

の
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
が
出
来
よ
う
。

コ
ー

ヘ
ン
に
就
い
て
言
う
な
ら
ば
、

カ

ン
ト
の
理
念
は
理
性

の
立
場
で
は
あ
く
ま
で
統
制
的

原
理

で
あ
る
が
、
実
践
的
立
場
か
ら
す
れ
ば
単

に
統
制
的

で
は
な
く

て
構
成
的
原
理
な
の
で
あ
る
。
随

っ
て
、
実
践
的

に
は
実
在
的
で
あ
る
と
考
え
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

コ
ー
ヘ
ン
も
ま
た

「
倫
理
学
の
制
約

に
関
す
る
重
要
課
題
は
こ
の

募

筈

の
純
粋
な
実
在
的
意
味
を
明
に
す
る
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。」

(=9民
.
ω
。o◎㊤
)
と
言
う
の
で
あ
る
。
随

っ
て
コ
ー

ヘ
ン
は

駐

9

を

フ
ァ
イ
ヒ
ン
ガ
ー
の
如
く
単
な
る
擬
制
と
解
す

る
も
の
で
は
な
い
。

カ
ン
ト
が
屡

々
用

い
た

駐

筈

は
フ
ァ
イ
ヒ
ン
ガ
ー
の
解
す
る
如
く
実
用
的
擬
制
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、
そ
の
反
対
で
あ
ろ
う
。
蓋
し
、
擬
制
主
義
は

神
の
実
在
性
を
独
断
的
に
否
定

し
て
、

神
の
観
念
を

一
定
の
実
用
的
目
的
の
手
段
と
み
な
す
か
ら
で
あ
る
が
、

そ
の
根
底
を
な
す
も
の
は
既

に
カ
ン
ト
が

先
験
的
弁
証
論
の
第
四
の
二
律
排
反
の
反
定
立
の
主
張
と
し
て
拒
否
し
た
も
の
に
他
な
ら
な
い
。

随

っ
て
そ
れ
は
独
断
的
形
而
上
学
と

同
様

な
誤
謬

に
陥

る
も
の
と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
カ
ン
ト
の

駐

筈

は
む
し
ろ
人
間
理
性
の
限
界

に
立

っ
て
内
在
よ
り
超
越

へ
の
指
向
を
意
味
深
く
示
し

て
い
る
と
考
え
る
可
き
で
は
な
か
ろ
う

か
。

山
ノ、

 

カ
ソ
ト
の
宗
教
思
想
の
基
礎
は
純
粋
理
性
批
判
の
先
験
的
弁
証
論
の
中
に
見
出
さ
れ
た
。

し
か
し
、
そ
の
思
想
的
発
展
は
次
第
に
批
判

哲
学

よ
り
乖
離
す

る
方
向

を
と
る

の
で
あ
り
、

そ

の

こ
と

は
彼

の
宗
教
思
想
が
次
第

に
人

間
学
的
思
想

と
な

っ
て

い
く

こ
と
を
意
味

し

た

カ

ン
ト

の

宗

数

哲

学

の

性

格

一41一
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文

研

究

第
二
十
四
輯

の
で
あ
る
。
随

っ
て
、

カ
ソ
ト

の
宗
教
思
想

は
根
本

の
性
格

に
於

い
て
人

間
学
的

で
あ

り
、

し
か
も
、
そ

れ
は
彼

の
世
界
観
乃
至
人

生
観

の
究

極

の
表
現
で
あ

る
と
考

え
ら
れ
る

の
で
は
な

か
ろ
う

か
。

以

上

の
よ
う
な
思
想
展
開

を

一
貫
す

る
原
理
は
自
由

の
原
理

に
他
な
ら
ず
、

道
徳
宗
教

の
根
本
的
本
質

は
自
由

の
理
念

の
具
体
的
実
現

と

い
う
点

に
見
出

さ
れ
る
で
あ

ろ
う
。

故

に
ま
た
カ
ソ
ト
の
宗
教
哲
学
思
想

は
入

間
の
道
徳

的
努
力

の
目
標
を
示
す
も

の
で
あ
り
、

そ
れ

は
ま
た
同
時

に
人

類

の
究
極

の
目
標

と
最

高

の
理
想

を
与

え
ん
と
す
る
も

の
で
も
あ

っ
た
と
考

え
ら
れ
よ
う
。

と

こ
ろ
で
知
と
信

の
問
題

は

ス

コ
ラ
哲
学
と
共

に
古

い
重
要

な
思
想
史
的
問

題
で
あ

る
。

こ
の

ス

コ
ラ
的
問
題

を
受
け
継

い
だ
啓
蒙
的

合
理
神
学

は
信
即

ち
宗
教

を
知

の
基

礎

の
上

に
置

い
た

の
で
あ

る
が
、

こ
れ

に
対

し

カ
ソ
ト
は
信

を
実
践
的
意
志

の
上

に
基
礎
附

け
よ
う

と
す

る
も

の

で
あ

る
。

こ
こ
に
古

い
知
信

の
・問

題

に
関
す

る

新

し

い
独
自

の
道
が
示

さ
れ

た
も

の
と

考

え
る

こ
と
が

出
来

る
で

あ
ろ
う

し
、
更

に
ま
た
カ

ソ
ト
の
宗
教
哲
学

の
重
要

な
思
想
史
的
意
義
が
見
出
さ
れ

る
で
あ
ろ
う
。

信

は
、

今
や
、

知

の
上

に
成

り
立

つ
の
で
は

な
く

、
信
独
自

の
根
源

を
も

つ
。

し

か
し
そ

の
根
源

は
直

ち

に
超
越
的
神

秘
的

信
仰
情
操

で

は
な
く
、

あ
く
ま

で
人

間

の
内
的
道
徳
意
志

の
中

に
根
源

を
も

つ
も

の
で
あ
る
。

そ

の
こ
と
は

「
人

間
思
想

の
歴
史

に
於

い
て
第

一
の
人

、
お
そ
ら
く
、

独
逸

の
精

神
活

動

の
唯

一
且

つ
不
朽

な
る
人

の
凡
ゆ

る
時
代

に
対

し
て
の
不
滅

の
功

績

で
あ
る
。
」

(
竃
O
お
9
"
閑
ロ
5
齢の
じd
①
鴨
口
巳
直
昌
σq
傷
¢
H
犀
9
一σq
一〇
口
ω
・
QQ
H
)

と
言
わ

れ

る
所
以

で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
歴
史

的
思
想
史
的
意

義
を
有
す

る
に
も

か
か
わ
ら
ず
、

カ
ソ
ト
の
宗
教
哲
学

は
根
本
的

に
人

間
の
宗
教
的
要
求

を
果
し
て

満
足

せ
し
め
得
る

か
、

と

い
う
疑
問
が
残

る
で
あ
ろ
う
。

蓋

し
、
宗
教
的
信
仰

は
端
的

に
絶
対
的
超
越
者

を
根
本
前
提

と
す

る
も

の
と
も

考

え
ら
れ
る

か
ら

で
あ

る
。

こ
の
よ
う
な
疑
問

に
対

し
て
は
カ
ソ
ト
の
宗

教
哲
学

の
根
本
性

格

と

同
時

に
そ
れ

の
有

す

る
制
約
よ
り
答

え

る
外

は
な

い
で
あ
ろ
う
。

そ

の
た
め
に
再
び

カ
ソ
ト
の
宗

教
論

の
性
格

を
ふ
り
返
え

っ
て
見

よ
う
。

カ

ソ
ト

の
宗
教

は
根
本
悪

の
前

提

に
導

か
れ

る
の
で
あ
る
が
、

こ
の
根
本
悪
は
姓
癖

と
し
て
或

は
文

化

の
悪
徳

と
し
て
具
体
前

に
示

さ

一42一



れ

て

い
る
。

し
か
し
、
人
間
が
自
己

の
悪

を
人

類

の
祖

の
い
わ
ゆ
る
原
罪

に
帰
す

る
と

い
う

こ
と

は
、
そ
れ
等
を
不
可
避

の
宿
命

と
見
倣
す

こ
と
に
な

り
、

そ

の
結
果
と
し

て
道
徳
的
向

上
に

つ
い
て

の
努
力
的
意
志
が
放
棄
さ
れ

る
こ
と
に
な

る
。

随

っ
て
原
罪

の
如
き
考

え
方

は

道
徳

的
見
地

よ
り
す

れ
ぽ
、

上

の
意
味

で
は
有
害

な
場
合

さ
え
あ

る

こ
と
に
な
る
。

も

っ
と
も

カ
ソ
ト
は
原
罪

の
思
想

を
全
く
否
定

し
去

る
の
で
は
な

い
。

の
み
な
ら
ず
、
悪

を
人

間

(
人
類
)

の
本
性

を
見
敏
す

こ
と
に
よ

っ
て
、

む

し
ろ
、

原
罪

の
思
想

に
接
近
す

る
か
に
さ

え
解
さ
れ
る
。

こ
の
よ
う
な
類
似

に
も
拘

わ
ら
ず

両
者

の
間

に
は
そ

の
過

程

に
於

い
て

根
本
的
相
異

が
あ
る

こ
と
を
見

逃

し
て
は
な
ら
な

い
。

即
ち
、

カ
ソ
ト
の
場
合

に
は
、
あ
く

ま
で
人
間

の
道
徳
的
意
識
が
前

提

で
あ
り
、

そ
れ
が
内
面
的

に
深
化

さ
れ
反
直

さ
れ

る
こ
と

に

よ

っ
て
根
本
悪
が
自
覚

さ
れ
、
宗

教
的

な
罪

に
ま
で
深

め
ら
れ

た
の
で
あ

る
。

こ

こ
に
カ
ソ
ト
の
道
徳
宗

教
が
成
立
す

る
の
で
あ
る
。

と

こ
ろ
で
、
人

間

の
道
徳
的

素
質

に
つ
い
て
の
根
本
的
信
頼
、

内
的

な
道
徳
律

に
対
す

る
究
極
的
確

信
は
カ

ン
ト
が

一
貫

し
て
保
持

し

た
も

の
で
あ

っ
た
。

し
か
も
そ
れ

は
道
徳
的
狂
信

と
迄
言
わ
れ

た
種

の
も

の
で
あ

る
。

こ
の
よ
う
な
立
場

に
対

し
て
人
間

の
悪

を
宗
教
的

罪
悪

と

い
う
そ

の
深

さ
に
於

い
て
捉

え
る

こ
と
は
果

し
て
可
能

で
あ

ろ
う

か
。
彼

の
根
本
悪

H巴
岸
巴

窪

器

に

つ
い
て

の
叙
述

の
曲
折

は

こ
う

し
た
疑
問

に
答
え
る
も

の
で
も
あ

ろ
う
。
即

ち
、
カ
ソ
ト
の
根
本
悪

は
、

何

と
し
て
も
、
人
間

の
宗

教
的
罪
悪

の
深

さ
に
到
達

し
得

た

も

の
と

は
言

い
難

い
の
で
は
な

か
ろ
う

か
。

こ
こ
に
カ
ソ
ト
の
道
徳
宗

教

の
不
可
避

の
限
界
が
見
出

さ
れ

る
の
で
は
な
か
ろ
う

か
。

コ
ー

ヘ
ソ
は

「
根
本
悪

の
概
念

と
自

由
と

の
間

に

は
調
和
さ
れ

な

い
よ
う
な
相
剋

は
な

い
、

カ
ソ
ト
は

む

し
ろ
キ
リ

ス
ト
の
教
説
が
避
け

る

こ

と
が

で
き
な
か

っ
た
偏
見

を

打

破
す
る

こ
と

に
よ

っ
て
、
道
徳
的
意
識

の
よ
り

深

い
点
を
と
り
出

し
た

の

で

あ

る
。
」

(
○
○
げ
o
『

国
酔げ
涛

α
2

H
o
ぎ
9

≦
臼
Φ湯

ω
.
ω
8

)

と

一=口
う

の
で
あ

る
が
、

こ
の
主
張

に
は
、

に
わ

か
に
同
ず

る
わ
け

に

は
い
か
な

い
。

た
し
か
に
カ
ソ
ト
の

立
場

に
於

い
て

は
彼

の
根
本
悪

は
自
由

の
概
念

と
相
容
れ

ぬ
も

の
で
は
な

い
。

然
し
な
が

ら
カ
ソ
ト
的
自
由

と
許
容

し
合

う
如

き
根
本
悪

は
果

し
て
宗
教
的

罪
悪

と
み
な

し
得

る
で
あ

ろ
う
か
。

し
か
も
、

宗
教
的
罪
悪

の
思
想

を
以

っ
て
偏
見

を
断
ず

る

こ
と
は
果

し
て
妥
当

で

あ
ろ
う
か
。
我

々
は
人
間
的
自

由
と

は
、
も

は
や
、
調
和

し
得
な

い
よ
う
な
根
本
悪
、
即

ち
、

罪

の
意

識

に
於

い
て
、

は
じ

め
て
、
人
間

カ

ン
ト

の
宗

数

哲

学

の

性

酪

一43一

 

'



職

人

文

研

究

第
二
十
四
輯

の
宗

教
的
要
求

が
生

じ
て
来

る
も

の
と
も
考

え
ら
れ
よ
う
。

そ

の
こ
と

は
悪

を
、

自
由

の
限

界

に
於

い
て
し
か
も
主
体
的

に
自
ら

の
負
責

9
ぎ

匡

と

し
て
受
け

と
ら
な
け
れ
ば

な
ら
な

い
と

い
う

こ
と
を
意
味
す

る
。

コ
ー

ヘ
ソ
は
ま
た

「
罪

は
人
間

の
概
念

を
特
徴
づ

け

る
」

(
ま
山
.)

と
言
う

の
は
正

し

い
で
あ

ろ
う
が
、

少
な
く

と
も
、

罪
悪

の
意
識

は
そ

の
深
さ

に
於

い
て
人

間
学
的
次
元

に
於

い
て
成

立
す

る

も

の
で
は
あ
る
ま

い
。
同
時

に
絶
対
的
超
越
者

を
前
提

と
す

る
個
的
実
存
意
識

に
関
わ

る
も

の
と
考
え

る
他

は
な

い
で
あ
ろ
う
。

こ
の
点

に
於

い
て

カ
ン
ト
の
根
本
悪

の
概
念

は
な

お
人

間
学
的
悪

の
性
格
を
持

つ
も

の
で
あ

り
、

そ
れ

に
対
応

し
て
彼

の
宗

教
も
根
本
的

に
人
間

学
的
性
格

を
有

す
る
も

の
と
考

え
ら
れ

る

の
で
は
な
か
ろ
う

か
。

随

っ
て
、

カ
ソ
ト
の
根
本
悪

の
思
想

は
宗
教
的
意
味
を
持

つ
に
せ
よ
、

結
局

「
宗
教
的
罪
悪

の
意

識
」

と

い
う
如
き
も

の
が
稀
薄

で
あ
る
と
考

え
ら
れ

て
も
止
む
を
得
な

い
で
あ

ろ
う
。

そ

の

こ
と

は
カ

ソ
ト
の

時
代
、
即
ち
啓
蒙
時
代

の

一
般
的
性
格

に
通
ず

る
も

の
で
も

あ

っ
た
と
理
解
さ
れ
る

の
で
あ
り

「
そ

の
時
代

に

は
最

重
要

な
も

の
即

ち
罪

の

意

識

が

欠

け

て

い

た

。

」

(
ζ

Φ
昌
鵬
色

"
り
【
恥
B
雷

昂
葺

9
巳

口
昌
αq

侮
①
門
匹

一㎡
一〇
5

ω
●
Q◎
].)

と

言

わ

れ

る

の

で

あ

る

。

啓

蒙

時

代

に

於

い

て

は

人

間

は

一
般

に
自

己

の
力

に
ょ

る
無

限

の
進

歩

の
可
能

性

と
を

確

信

し
た
時

代

で
あ

っ
た
。

そ

れ

は

ラ
イ
プ

ニ
ッ

ツ
的

な

啓
蒙

楽
天

家

の
特

徴

で
も

あ

っ
た
が
、

そ

れ

は
同
時

に

一
面

に
ペ

シ

ミ

ス
テ
ィ

ッ
ク

で
あ

っ
た

と
評

さ
れ

る
啓

蒙

末

期

の

カ

ソ

ト
自

身

に
も

妥

当
す

る

こ
と

で
あ

る
。

彼

自

身

ラ
イ
プ

ニ
ッ

ツ
的

に

「
全
体

は
最

良

で
あ

る

こ
と
、

総

て

は
全
体

の
た

め

に
善

で
あ

る

こ
と
。
」

(
≦
σ
昆
Φ
<
目
ω
」

O
・

<
o
諺
β
oゲ

。
貯
貫
①
ゆ
葺

9
0ゴ
凝

①ロ

自
一霞

畠
9

0
艮
冨

日
窃
)

こ
の
よ
う

な

啓

蒙

的

世
界

観

に
於

い
て

は
、

必

然

的

に
、

罪

は
そ

の
深

い
宗

教
的
意
味

に
於

い
て
捉
ら
え
れ
な
か

っ
た

こ
と
は
、

ま

た
、

や
む

を
得

な

い
こ
と

で
あ
ろ
う

か
。

根
本
悪

は
其

の
本
質

に
於

い
て
は
宗
教

的
概
念

で
あ
り
、
随

っ
て
、

道
徳

の
領
域

で
は
解
決
さ
れ
得

な

い
。
故

に
ま
た
、
人
間
学
的

領
域

に
帰
属
す

る
概
念

で
も
な

い
。

こ
こ
に

「
人

々
は
こ
の
偉
大
な
思
想

学

の
中
に
、

つ
き

る
こ
と

の
な

い
罪

の
意
識

に
つ
い
て
、

ま
た
救
済
者

へ
の
要
求

に
関

し
て
何

も

の
を
も
見

出

し
得

な

い
で
あ

ろ

う
。

」

(
り
h
o眉
箆

"
ゆぴ
匡
.
ω
・
o◎ド
)

と

い
う

評

を

加

え

ら

れ

る
所

以

が

あ

る

で
あ

ろ
旗

。

罪

の
意

識

は
人

間

の
自

由

と
無

媒
介

的

に
結

合

、

調
和

し
得

る
も

の
で

は
あ

る

ま

い
。

自

由

に

よ

っ
て
罪

の
意

識

が

生

れ

る
と

共

に
i
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ガ
ソ
ト
の
根
本
悪

は
人
間

の
自
由

の
深
化

に
外
な
ら
な

い
1

罪

の
意

識

の
出
現

に
よ

っ
て
自
由

は
自
ら

の
限
界

を
自
覚

し
な
け
れ
ば

な
ら
な

い
。
即

ち
、
罪

の
意
識

と
自
由
と

は
相

互
に
否
定
的

に
媒
介
的

で
あ

る
と
考

え
ら
れ

る

の
で
あ

る
。

自
律
的
自

由
は
罪

の
意
識

に

よ

っ
て
否
定

さ
れ
、

自
律
的
自
由

を
原
理

と
す

る
道
徳

は
其

の
限
界
を
自

覚

し
な
け
れ
ば

な
ら
な

い
。

か
よ
う
な
限
界
点

に
於

い
て
道
徳

は
宗

教

へ
と
止
揚

さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

随

っ
て
宗
教

と
道
徳

と
は
次
元
的

に
異
質
的

で
あ
り
、

そ

の
限
り
に
於

い
て
宗
教

は
道
徳

の
単
な

る
補
足

で
は
あ
り
得

な

い
。

こ
の
よ
う
な
点

に
カ

ン
ト
の
道
徳

宗
教

の
根
本
的
問

題
が
秘

む
で
あ

ろ
う
。

カ

ソ
ト
の
宗
教
思
想

は
知
と
区
別
さ
れ

た
信

の
上
に
基

礎

を
も
ち
、

そ
れ

に
よ

っ
て
思
弁
的

な
合

理
神
学

の
栓
桔

を
脱

し
て
宗
教

は
そ

の
独
立
性

を
確
立
す

る
。
そ

こ
に
カ

ン
ト
の
宗

教
哲
学

に
於
け

る
歴
史
的

な
意
義
が
見
出

さ
れ

る
の
で
あ

る
が
、

こ
の
信

は
な

お
そ

の
十

分

な
意
味

に
於
け

る
宗
教
的
信
仰

で
は
な

い
と

い
わ
ざ

る
を
得

な

い
。

蓋

し
、

カ
ン
ト
の
信

は
実
践
理
性
、

即
ち
、
道
徳
的
自

由
意
志

に

他
な

ら
な

い
か
ら

で
あ
る
。

こ
の
よ
う

な
信

の
上
に
立

つ
宗

教

は
、

ま
た
、
宗

教
自
体

で
は
な
く
、
道
徳
律

の
下

に
成
立
す

る
道
徳
宗
教

と
謂

わ
れ

る
外

は
な

い
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う

に
し
て
、
合
理
的
神

学
よ
り
解
放

さ
れ

た
宗

教

は
、
な

お
、
道
徳

に
従
属

し
、

カ
ソ
ト
の

意
図

に
反

し
て
、
宗
教

は
道
徳

の
補

足

で
あ

る
か

の
如
き
結
果
と
な

っ
た
の
で
あ
る
。

そ

の
こ
と

は
何

よ
り
も

カ
ソ
ト
の
思
想

に
於

い
て

道
徳

と
宗
教

と

の
媒
介
性

が
十
分
明

に
さ
れ
な

い
で
直
接
的
移
行

の
形

で
捉

え
ら
れ

た
と

い
う

こ
と
に

基
因
す

る
で
あ

ろ
う
。

随

っ
て
宗

教

と
道
徳

と
は
そ

の
異
質
的
様
相

よ
り
も

む
し
ろ
同
質
的

様
相
に
於

い
て
捉

え
ら
れ

た

の
で
あ

る
。

宗
教

は
知

よ
り
解
放

さ
れ

つ
つ
も
、

な
お
、
完
全
な
独
立
性

を
確
立

し
得

な
か

っ
た
の
で
あ

り
、

こ
こ
に
カ
ソ
ト
の
宗
教
哲
学

の
限
界

の
見

出
さ
れ
る
考

え
る
他

は
な

い
で
あ

ろ
う
。

こ
の
宗
教

の
独
立
性
を
宗
教
哲
学
的

に
確

立
す

る

こ
と

は
シ

ュ
ラ
イ

ェ
ル

マ
ッ

ヘ
ル
、

リ
ー

ツ
ル
等

に
残

さ
れ

た
課
題

で
あ

っ
た
。

彼

等

は
宗

教
を

カ
ン
ト
的
な
道
徳

の
世
界

よ
り
独
立
せ
し
め
、

更

に

ヘ
ー
ゲ
ル
的

な
形

而
上
的
-

思
弁
的

把
捉

か
ら
も
解
放
す

る

の
で
あ

る
。

こ
の
よ
う
な
宗

教
哲
学
史
的
発
展

の
基
礎

を
置

い
た

の
が

カ
ソ
ト
の
道
徳
的
宗
教
観

で
あ
り
、

こ
こ
に
カ
ソ
ト
の
宗
教
哲
学

の
歴
史

カ

ン

ト

の

宗

数

哲

学

の

性

格
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第
二
十
四
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的
意

味
が
見
出

さ
れ

る

の
で
あ

る
。
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