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岡
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宗

教
が

社
会
に

受
け

入
れ
ら

れ
て

い

る

限
り

、

そ

の

宗
教
は

独
自
の

営
み

を
そ

の

社
会
の

中
で

続
け
る

こ

と

が

で

き

る
。

け
れ

ど

も、

　
宗
教
が

ひ

と

た
び

社
会
の

秩
序
や

規
範
を
批
判
し
た

り

犯
し

た

り
す
る
よ

う
に

な
る

と
、

宗
教
と

社
会
と

の

問
に

軋
轢
が

生
じ

る
。

そ

の

軋
轢
は

、

宗

　
教
上
の

振
る

舞
い

方
と

世
俗
社
会
の

な
か

で

考
え
ら

れ

て

い

る

あ
る

べ

き

振
る

舞
い

方
と

が
齟

齬
す
る

こ

と

に

起
因
す

る
。

い

う

な

れ

ば、

宗
教
的
善

　
悪
と

道
徳
的
善
悪
と

の

乖
離
と

そ

の

優
先
順
位
の

付
け

方
に

起
因
す
る
問
題
で

あ
る
。

そ

の

解
決
に

は
、

宗
教

的
善
悪
と

道
徳
的
善
悪
の

い

ず
れ

か
］

　
方
を

優
先
さ

せ

る、

あ
る

い

は
両

者
を
一

致
さ
せ

る

必
要
が

あ
る

。

ド
イ
ツ

観
念
論
思
想
に

連
な

る

思
想
家
お

い

て、

こ

れ

ら

の

問
題
が
い

か

に

考
え

　
ら

れ
て

い

る

か

を、

カ

ン

ト
、

フ

ィ

ヒ

テ
そ

し
て

シ

ェ

リ
ン

グ
の

思
索
か

ら

振
り
返

り
、

．
二

者
三

様
の

そ

の

解
決
法
を

提
示

す
る

こ

と

が

本
論
の

意

図

　
で

あ
る

。

〈
キ
ー

ワ

ー

ド
〉

　
善
悪、

自
然
的
宗

教、

カ

ン

ト、

フ

ィ

ヒ

テ
、

シ

ェ

リ

ン

グ
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は

じ

め

に

　

ど

の

よ

う

な

教
祖、

教
義

、

教
団
を
持
つ

宗
教
で

あ
れ

、

そ

の

宗
教
が

社
会
に

受
け
入
れ

ら
れ

て
い

る

限
り

、

宗
教
と

社
会
と

の

間

に

軋
轢
は

生
じ

な
い

。

し

か

し
、

宗
教
が

そ

の

社
会
の

秩
序
や

倫
理
を

脅
か

し

た

り

否
定
し

た

り

す

る

と
、

そ

の

宗
教
は

社
会
か

ら

淫

祠
邪

教
、

カ

ル

ト

集
団、

テ

ロ

リ
ス

ト
集

団
等
々

と

名
指
さ

れ
、

批
判
さ

れ
た

り

非
難
さ

れ

た

り
す

る
。

は

た

ま

た

警
察
の

監
視
下
に

置
か

れ
た

り

す

る
。

信
者
の

側
か

ら

す
れ

ば
、

自
分
た

ち

は

教
祖
の

教
え

を
忠
実
に

守
り
自
分
た

ち
の

理

想

世
界
を

実
現
し

よ

う
と

し
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て
い

る

だ

け
の

こ

と

で

あ
っ

て
、

社
会
の

無
理

解
が

自
分
た

ち

を
孤
立
さ

せ

た

り
弾
圧
さ

せ

た

り

し
て

い

る
。

社
会
が

教
え

を

受
け

入

れ
て

変
わ

れ

ば
、

理
想
が

実
現
さ

れ
、

宗
教
と

の

軋
轢
も

無
く

な

り
、

幸
せ

な

世
界
が

出
現
す
る

、

と
。

こ

の

問
題
は

社
会

的
レ

ベ

ル

だ

け
で

は

な

く
、

個
人
の
レ

ベ

ル

に

お
い

て

も

見
ら

れ

る

現

象
で

あ

る
。

例
え

ば
、

漁
師
の

子
ヤ

コ

ブ
と
ヨ

ハ

ネ

と

が

舟
の

中
で
一

緒

に

働
い

て

い

た

父
ゼ
ベ

ダ

イ

を

舟
に

残
し

て

イ
エ

ス

に

し

た

が

っ

た

り
（
『

マ

タ
イ
に

よ

る

福
音
書』

四
−
一

八

以

下）
、

釈
迦
が

家
族
を

捨

て

出
家
し

た

り

し

て
、

個
々

人

相
互
間
に

不
満
や

軋
轢
を

生
み

出
し

て

い

る
。

そ
こ

に

は
、

社
会
の

中
で

考
え

ら

れ
て

い

る
あ

る

べ

き

振
る

舞
い

方
と

宗

教
信
仰

者
が

考
え
る

振
る

舞
い

方
と

の

違
い

が

露
呈

す
る

。

本
論
で

は
、

ド

イ

ツ

観
念
論
思
想
を

築
い

た

思

想
家
た

ち

が

宗
教
と

倫
理
と

の

関
係
を
い

か

に

考
え

て

い

た

か
、

特
に

彼
ら

が

考
え
る

宗
教
と

道
徳
と

の

関
係

、

つ

ま

り

彼
ら
が

宗
教
を

宗
教

た

ら

し

め

る

も
の

、

宗
教
の

本
質
と

考
え
る

自
然

的
宗
教
あ
る

い

は

理

想
と

す
る

宗
教
と
、

彼
ら

が

提
示
す

る

道
徳
と

の

関
係
か

ら

検

討
す
る
こ

と

に

す
る

。
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ド

イ
ツ

観

念
論
思
想
の

礎
を

置
い

た

カ

ン

ト

は
、

認
識
論
に

お
い

て

コ

ペ

ル

ニ

ク

ス

的
転
回
を

行
う

と

と

も

に
、

道
徳
論
に

お

い

て

は
、

倫
理
学
上
の

ニ

ュ

ー

ト
ン

と

呼
ば

れ

る

よ

う

に
、

現
存
す
る

道
徳
に

そ
の

存
続
を

約
束
す
る

方
法

論
的
基

礎
付
け

を

与
え
、

新
た

な

方
式
を
提
出
す

る
。

そ

の

方

式
と

は

善
悪
と

福
禍
と

を

峻
別
し

、

感
性
的
で

理

性
的
な

存
在
者
と

し

て

の

人

間
に

普
遍
的
に

妥
当
す

る

善
悪
の

概
念
を

提
示

し

よ

う
と

す
る

も

の

で

あ
る

。

そ

れ

は

「

私
た

ち

が

ア
・

プ

リ

オ

リ

に

知
っ

て

お

り

…

…

理

性
の

事

実
と

し

　
　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
（
1）

て
、

い

わ

ば

与
え
ら

れ

て

い

る

道
徳
法
則
」

に

善
悪
の

概
念
を

関
係
さ
せ
、

行
為
す
る

主

体
の

感
覚
的
状
態
に

関
係
さ

せ

る

も

の

で

は

な

い
。

カ
ン

ト

は

「

善
悪
の

概
念
を

、

道
徳
法
則
に

先
ん

じ
て

で

は

な
く
、

…

…

道
徳
法

則
の

後
に
、

し

か

も

道
徳
法
則
に

よ

っ

て

規
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宗教 と倫理

定
さ

れ

る

も

の
」

（

警
く°

運

と

す

る
。

そ

れ

ゆ

え
カ
ン

ト
は

、

従
来
の

考
え

方
の

よ

う
に
、

快
を

得
る

手

段
を

善
と

名
づ

け
、

不
快

と

苦
痛
の

原
因
で

あ
る

も
の

を
悪
と

名
づ

け

る

こ

と

は

な
い

。

も

し
そ

の

様
な

考
え

方
を

す
る

な

ら

ば
、

善
悪
の

概
念
は

行
為
す

る

主

体
の

感

情
に

左

右
さ

れ
、

行
為
す
る

主

体
に

依
存
し

た

経
験

的
で

相
対

的
な

概
念
に

な
る

。

人

間
に

と
っ

て

普
遍
的
に

妥
当
す
る

善
悪

の

規
定
を

提
示

し

よ

う
と

す

る

カ

ン

ト

は
、

善
悪
の

概

念
を

人

間
の

感
性
と

そ

れ

の

引
き

起
こ

す

感

情
で

は

な

く
、

「

理

性
の

事
実
」

と

し

て

あ

ら

ゆ

る

人
間
に

ア
・

プ

リ

オ

リ
に

与
え

ら

れ

て

い

る

道
徳
法

則
に

関
係
さ

せ
、

し
か

も

道
徳
法
則
に

よ
っ

て

規
定
さ

れ

る

限

り

で

の

意
志
に

対
す
る

関

係
と

す

る
。

つ

ま

り

カ

ン

ト

は

人

間
の

感
覚
状
態
で

は

な

く
、

人

間
の

行
為
の

仕
方
や

人

間
の

行
為
の

主
観

的
原
理
で

あ
る

意
志
の

格
律
に

、

言
い

換
え

れ

ば
、

善
き
あ
る
い

は

悪
し

き

人

問
と

し

て

行
為
す

る

人
格
そ

の

も

の

に

善
悪
の

概
念
を

関
係
さ

せ

る

の

で

あ
っ

て
、

行
為
に

よ
っ

て

達

成
さ

れ

る

対

象
や

意
志
の

対

象
に

基

づ
い

て

善
悪
の

概
念
を

規

定
す

る
こ

と

は

な
い

。

い

う
な
れ

ば
、

行
為
す
る

主

体
の

格
律
が

、

道
徳
法
則
に

よ

り

規
定
さ

れ

る

か

否
か

に

よ

っ

て
、

厳
密
に

言
え

ば
、

格
律
へ

と

共
に

採

用
さ

れ
る

道
徳
法

則
と

感
性

的
欲
望
と

の

い

ず
れ

を

優
先
さ

せ

て

格
律
を

規
定
す

る

か

に

よ
っ

て
、

善
悪
の

概
念
が

規
定
さ

れ

る

の

で

あ
る

。

し

た

が
っ

て
、

善
と

悪
と

を

実
在
杓
に

対
立
す

る

も
の

と
し

、

ア

ウ

グ
ス

テ

ィ

ヌ

ス

や

ラ

イ
プ
ニ

ッ

ツ

な

ど

が

考
え

る

よ

う

に
、

悪
を

「

善
の

欠

如
」

と

す

る
こ

と

は

な
い

。

　

感

性
的
に

し

て

理

性
的
存
在

者
と

し

て

の

人
間
に

と

っ

て
、

普
遍
的
に

妥
当
す
る
こ

の

よ

う
に

し

て

規
定
さ

れ

た

善
悪
の

概
念
に

基

　
　

　

　
　

　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　

　
　

　

　
　

〔
2）

づ

き
、

カ

ン

ト

は

『

単
な

る

理

性
の

限
界
内
に

お

け

る

宗
教
』

に

お

い

て
、

人
問
が

現
実
に

行
っ

て

い

る

行
為
を
、

例
え

ば
、

未

開
人

の

残

虐
行
為

、

文
明
化
さ

れ

た

人
々

に

見
ら

れ

る

戦
時

体
制
や

友

人
間
の

秘
か

な

裏
切
り

な

ど
、

悪
し

き

行
為
を
例

証
し

な

が

ら

（
即

゜。

叩
゜ 。

9
、

現
実
的
人

間
の

存
在

様
態
を

分

析
す
る

。

そ

の

際
、

悪

の

根
拠
は

人

聞
の

悪
し

き

外
面
的
行
為
に

で

は

な

く
、

あ

く

ま

で

も

そ

の

悪
し

き

行
為
の

格
律
に

お

か

れ

る
、

つ

ま

り

そ

の

行
為
の

格
律
が

道
徳
法

則
を
意

識
し

な

が

ら

も

感
性
的
欲
望
を

優
先
し

、

感
性
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的
欲
望
に

よ
っ

て

規
定
さ

れ

て

い

る
、

と

い

う

点
に

お

か

れ
る
の

は

言
う
ま

で

も

な
い

。

こ

う

し

た

悪

し

き

存
在

様
態
に

あ

る

現
実
の

人

間
は
い

つ

悪
し

き

状
態
に

陥
っ

た

の

か
、

と

い

う

悪
の

根
源
を
カ
ン

ト

は

追
求
し

、

時
間
上

背
進
し

な
が

ら
そ

の

原
因
を

追
及
す

る

時

聞
的
根
源
に

で

は

な

く
、

結
果
の

現
存
在
を
問
題
に

す
る

理

性
的
根
源
に

そ

の

根

源
を

求
め

る
。

と
い

う

の

も
、

格
律
を

採
用

す

る

行

為
は

意

志
の

自
由
に

基
づ

く
英

知
的

行
為
で

あ
っ

て
、

時
間

的
根

源
に

そ

の

根
源
を

お

く
こ

と

は

で

き

な
い

か

ら

で

あ

る

し
、

ま

た
、

時

問
上

に

そ

の

根
源
を

求
め

る

と
、

責
任
の

所

在
が

無
限
背
進
し

霧
散
す
る

か

ら
で

も
あ
る

。

悪
の

根
源
を

理
性
的
根
源
に

求
め

る

に

し

て

も
、

カ

ン

ト

は
、

道
徳
法

則
よ

り

も

感
性
的

欲
望
を

優
先
さ

せ

て

し

ま
っ

て

い

る

悪
の

「

理
性
的
根
源
は

、

…

…

私
た
ち

に

は

探

求
し

え

な

い
。

と

い

う

の

は
、

根
源
そ
の

も
の

が

私
た

ち

の

責
任
に

帰
せ

ら

れ

ね

ば

な

ら

な

い

か

ら

で

あ
る
」

（
霽
鼻

9

と

し
、

根
源
的
素

質
が

善
で

あ
る

人
問
が

な
ぜ

悪
を

な

し

て

し

ま
っ

て
い

る

か

わ

か

ら

な
い

け
れ
ど

も
、

格
律
採
用
の

最
初
の

主
観
的
根
拠
か

ら

し

て
、

道

徳
法
則
と

感
性
的
欲
望
と

の

あ
る
べ

き

秩
序
を

転
倒
し

て

お

り
、

人

問
は

生

得
的
に

悪

で

あ
る

と

す

る
。

そ

し

て

人
間
本

性
に

内
在
す

る

根
本
悪
α

羽

蠧
◎

貯
巴
。

ヒU
α
ω

Φ

を

指
摘
し
、

あ

ら

ゆ

る

人

間
の

生
き

様
が

道
徳
的
に

悪
で

あ

る

と

述
べ

る
。

　

善

悪
の

概
念
規
定
に

お

け

る

普
遍

性
を
カ
ン

ト

は

感
性
的
に

し

て

理

性
的
な

存
在
者
と

し

て

の

人

間
が

持
っ

て

い

る

理

性
に

基

づ

け、

そ

の

「

理

性
の

声
」

を

定
式
化
し

た

道

徳
法
則
に

よ
っ

て

意
志
の

格
律
が

規
定
さ

れ
、

道
徳
法
則
に

適
し

た

行
為
が

な
さ

れ
る

場

合
の

み

を

善
と

、

ま

た

そ

う

で

な
い

場

合
す
べ

て

を

悪
と

規

定
し

た
。

精
確
に

言
え

ば
、

道
徳
法
則
も

感
性
的
欲
望
も

共
に

格
律
に

採

用
さ

れ

る
が

、

そ

れ

ら

が

採
用
さ

れ

る

際
、

感

性
的
欲
望
を
意

識
し

な
が

ら

も

道
徳
法
則
が

優
先
し

て

格
律
に

採
用
さ

れ
、

道
徳
法

則

が

格
律
を
規

定
し

、

そ

の

ヒ
で

、

こ

の

格
律
に

基
づ

き

道
徳
法

則
に

適
し

た

外
面

的
行
為
が

な

さ

れ

る

場
合
の

み

が

善
と

い

う
こ

と

に

（652〕 364
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な
る

。

外
面
的
行
為
が

道
徳
法

則
に

適
っ

て

い

た

と

し

て

も
、

格
律
が

道
徳
法
則
に

規

定
さ

れ

て

い

な
い

場
合
は

善
で

な
い

こ

と

は

言

う

ま

で

も

な
い

。

そ

れ

は

外
面
的

行
為
が

道
徳
法
則
に

適
っ

て

い

る
か

ど

う

か

と

い

う
適

法
性
だ

け
で

は

な

く
、

格
律
が

道
徳
法
則
に

よ
っ

て

規
定
さ

れ
て

い

る

か

否
か

と

い

う

道
徳
性
も
問
題
に

さ

れ
る
か

ら

で

あ
る

。

　

こ

の

よ

う
に

カ

ン

ト

は

厳
格
主

義
的
に

善
悪
の

概
念
を
規

定
し

た
が

、

善
悪
の

こ

う
し

た

概
念
規
定
は

「

ひ

と

り

ぎ
め

の
、

あ
る

い

　

　

　
　

　

　
　

　

　
　
　（
＆

は

自
己

規
定
か

ら

生
じ

た

道
徳
」

に

基
づ

く

も

の

で

あ
っ

て
、

そ

の

規

定
に

普
遍
性
は

な
い

と

主

張
す
る

者
が

現
れ

る
。

そ

の
一

人
が

シ
ェ

リ
ン

グ
で

あ
る

。

彼
は

『

自
出
論
』

の

な

か

で
、

カ

ン

ト

の

『

単
な
る

理

性
の

限
界

内
に

お

け

る

宗
教
』

に

お

け

る

悪
論
を

評
価

し
、

善
悪
に

関
す

る

カ

ン

ト

の

考
え

方
を

基

本
的
に

踏
襲
す

る
。

そ

し

て

善

悪
の

規

定
根
拠
を

悟

性
と

し

て

の

普
遍
意
志

¢
甑
く
 
→−

ω

p。

響
芭
Φ

と

人

間
の

欲
望
で

あ
る

特
殊
意
志
勺

贄
怠
〇

三
曽
『

三
＝
Φ

と

の

優
先
関
係
に

求
め

る
（
閃

b
軌

ω
）

。

特
殊
意
志
を

意
識
し

な

が

ら

も

普
遍
意
志
に

従
う

場
合
が

善
で

あ
り

、

逆
に

特
殊
意
志
を

重

視
し

、

特
殊
意
志
が

服
従
す
べ

き

普
遍

意
志

と

の

関
係
を
転
倒
す
る

こ

と

が

悪
で

あ．

る
。

シ
ェ

リ
ン

グ
に

よ

る

善
悪
の

こ

の

規
定
は

カ

ン

ト

の

そ

れ

と

異
な

ら

な
い

よ

う
に

見
え
る

。

そ

れ

は
、

理
性
と

悟

性
と

の

違
い

が

そ
れ

ら

の

規
定
の

違
い

に

過
ぎ
な

い

よ

う
に

思
わ

れ
る

か

ら

で

あ

る
。

し

か

し
、

こ

の

点
に

こ

そ
、

カ

ン

ト
と
シ

ェ

リ
ン

グ

両

者
の

人
間
観
の

違
い

が

現
れ

、

両

者
に

よ
っ

て

描
き

出
さ

れ
る

人

間
そ

れ

ぞ

れ
が

自
ら

の

自
由
に

基
づ
い

て

行
為
を

決
定
す

る

際
の

基

準
に
、

ま
っ

た

く

異
な
っ

た

意
義
が

見
出
さ

れ

る
。

カ
ン

ト
が

語
る

理

性
は

あ
く
ま

で

も

人
間
の

理
性
で

あ
る

が
、

シ

ェ

リ
ン

グ
が

述
べ

る

悟
性
は

神
的

悟
性
で

あ

り、

神
そ

の

も

の

で

あ
る

。

　

シ
ェ

リ
ン

グ
に

よ

れ
ば

、

神
は

神
そ

の

も

の

と

神
の

根
底
と

か

ら

な

る
。

神
の

根
底
が

白
ら

を
産
み

出
そ

う
と
い

う

欲
望
を

感
じ

る

と
、

そ

れ

に

応
じ

て

神
そ

の

も

の

が

自
ら

を

振
り

返
り

、

自
ら
を

自
ら

の

「

生
き

写
し

の

像
」

（

閃゚

。。

豊

に

お

い

て

見
る

こ

と
に

な

る
。

こ

の

像
は

神
そ

の

も

の

の

中
に

産
み

出
さ

れ

た

神
自
身
で

あ
り
、

「

神
の

似
像
」

（

司

』

皀

に

ほ

か

な
ら

な
い

。

神
の

似

像
は

、

い

う
な

365 （653）
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れ

ば
、

創
造
さ

れ

る
べ

き

世
界
の

像
つ

ま

り

創
造
さ

れ

る
べ

き

存

在
者
の

像
で

あ

り
、

自
ら

を

産
み

出
そ

う
と

い

う
神
の

根
底
が

持
つ

意

欲
に

、

統
一

を
与
え

る

「

言
葉
」

（
閃゚

し。

臼
）

で

も

あ
る

。

言
い

換
え

れ

ば
、

「

意
志
の

中
の

意
志
」

（
同

翫
¢）

で

あ

る

悟
性
が

、

「

悟
性

な

き

意
志
」

（
閂
・。

訓

o
）

で

あ
る

欲
望
に

「

言
葉
」

で

あ
る

自
ら

を

与
え

る
こ

と

に

よ
り

、

産
み

出

す
べ

き

被
造
物
を

示

す
こ

と

で

あ
る

。

こ

う
し
て

、

自
ら

を
産
み

出
そ

う
と
い

う
意

欲
と

創
造
さ

れ

る
べ

き
像
と

が

結
び
つ

く
こ

と

に

よ

り
、

神
の

似
像
に

基
づ
い

た

形

成
作

用

が

営
ま

れ
、

人
間
を
含
め

た

あ

ら

ゆ

る

被

造
物
が

創
造
さ

れ

る
こ

と

に

な

る
。

つ

ま

り
、

悟
性
な

き

意
志

で

あ
る

欲
望
と

意
志
の

中

の

意
志
で

あ
る

悟
性
と

が

結
び

つ

く
こ

と

に

よ

り
、

「

自

由
に

創
造
す

る

全

能
な

意
志
」

（
男
ω

 
一）

と

し

て

被
造
物
を
創
造
す
る

。

そ

の

結
果、

創
造
さ

れ

た

被
造

物
は

自
ら

の

う
ち

に

持
つ

悟
性
の

割
合
に

応
じ

て
、

無

機
物
・

有
機
物
・

植
物
・

動
物

・

人
間
と

い

っ

た
、

人

聞
を

頂
点
と

す

る

被
造
物
の

諸
階

層
に
、

そ

れ

ぞ

れ

属
す
る
こ

と

に

な

る
。

人
間
以

外
の

被
造
物
に

お
い

て

は
、

各
被
造
物
に

独
自

の

割
合
で

配
分
さ

れ

て

い

る

悟
性
が

悟
性
と

し

て

の

機
能
を

未
だ

十
分
に

果
た

さ

な
い

た

め
、

欲
望
で

あ

る

盲
目
的
意
志

が

本
能
と

し

て

各

被
造
物
の

行
動
を

指
導
す

る
。

と

こ

ろ

が
、

被

造
物
の

諸
階

層
の

頂
点
に

立
つ

人

間
に

お

い

て

は
、

盲
目
的
意
志

に

従
属
し

て

い

た

悟

性
が

そ

れ

か

ら

完
全
に

解
放
さ

れ

る

た

め
、

悟
性
と

し

て

の

普
遍

的
意
志

と

欲
望
と

し
て

の

特
殊
意
志
と
の

優
先
関
係
を

人
間
自

身
が

決
定
し

う
る

こ

と
に

な

る
。

人
間
は

、

他
の

被
造

物
に

お
い

て

固
定
さ

れ

て

い

た

欲
望
と

悟
性
と

の

関
係
を

越
え

出
て

、

両
者
の

い

ず
れ
を

優
先
さ

せ

る
か

、

と
い

う
こ

と

を

自

由
に

選

択
す

る

こ

と

の

出
来
る

「

精
神
」

（
同

器
虧）

を

持
っ

た

存
在
者
と

し

て
、

創
造

さ

れ

る

の

で

あ
る

。

欲
望
と

悟

性
と

の

優
先
関
係
を

自
ら

の

英
知

的
行
為
と

し

て

規
定
す

る
こ

と

が

で

き

る

点
は

、

カ

ン

ト

の

宗
教
論

に

お

け

る

考
え

方
と

同
じ

で

あ
る

。

欲
望
と

悟
性
と

の

い

ず
れ
か

を

優
先
し

て

意
志
を

規
定
し

う

る
、

と
い

う
意
志
の

自
律
的
規
定
に

「

悪

の

可

能
性
」

を

指
摘
す
る
シ

ェ

リ
ン

グ

は
、

根
底
の

意

欲
と

そ

れ

に

関
わ

る

悟
性
と

の

関
係
に

基
づ

く
創
造
の

あ
り

方
か

ら

し

て
、

悟
性
に

対
し
て

欲
望
を

優
先
す
る

と
い

う
悪
へ

の

傾
向
が

生
ま

れ

な

が

ら

人
間
に

は

あ
り

、

現
実
の

人

聞
は

事
実
ま

た

悪
し
き

行

　
　

鵬

　
　

噸

　
　

 

繝

　
皿

醐

血

　
　

皿
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為
を

し

て

い

る
、

と

「

悪
の

現

実
性
」

（
，
ω

琶

を

分

析
す

る
。

そ

し

て

こ

れ
ら

の

分

析
に

基
づ

き
、

人
間

本
性
に

お

け
る

根

源
悪

α

窃

霞
咢
「

冒
ゆq

浮
げ
Φ

切
α
ω

 

を
指

摘
す

る
。

根
源
悪
の

根
源
に

つ

い

て

シ
ェ

リ
ン

グ
は

、

カ
ン

ト
が

断
念
し

た

そ
の

論
理

的
先
行
原

因

を
追

及
し

て

は
い

な

い

が
、

カ
ン

ト

と

は

異
な

り

創
造
と

い

う
こ

と

か

ら

説
明
し

よ

う
と

は

し

て
い

る
。

し

か

し

説

明
は

ど

う
で

あ

れ
、

人

聞
に

は
根
源
悪
が

あ
り

、

そ

の

存
在
様
態
が

悪
で

あ

る

こ

と

に

変
わ
り

は

な
い

。

根
本
悪
と

根
源
悪

と
い

う
言
葉
の

違
い

は

あ

る

が
、

人

間
の

現
実
的
存

在
様
態
が

悪
で

あ
る

こ

と

を

カ

ン

ト

も

シ
ェ

リ
ン

グ
も

と

も
に

認
め

て

い

る

の
で

あ
る

。

　
こ

の

よ

う
に

シ

ェ

リ
ン

グ
は

神
に

よ

る

創

造
か

ら

人

問
の

あ
り
方
を

説
明
し

、

カ
ン

ト
と

同
じ

よ

う
に

人

間
の

現
実

的
存

在
様
態
が

悪
で

あ
り

、

し

か

も

人
間
は

本
性
か

ら

し

て

悪
で

あ
る

こ

と

を

指
摘
す

る
。

し

か

し

そ

の

際
、

悪

で

あ
る
か

否
か

を

規
定
す

る

基
準
で

あ
る

悟
性
は

、

被
造

物
す
べ

て

が
そ

れ
ぞ

れ

属
す
る

階
層
に

応
じ

て

分
け

持
つ

悟
性
で

あ
っ

て
、

神
そ

の

も

の

が

発
し

た

言
葉
で

あ

る
。

人
間
と

の

関
係
で

い

え

ば
、

人
間
の

本
性
を

形
成
す
る

神
的
悟

性
で

あ
り

、

神
そ

の

も
の

で

あ

る
。

し

た

が
っ

て
、

人

間
が

行
為

す

る

際
、

自
律
的
規
定
に

よ

り

自
ら

の

本
性
の

、

つ

ま

り
自
ら

の

本
質
の

法
則
に

従
う
場
合、

普
遍

性
の

問
題
は
と

も
か

く
も
、

カ
ン

ト

の

場
合
の

よ

う

に

人
間
の

理

性
に

で

は

な
く

、

神
的
悟

性
、

神
そ

の

も

の

に

従
う
こ

と

に

な

る
。

こ

こ

に

神
の

法
則
に

従
う
か
、

あ

る
い

は

人

間
の

法
則、

言
う
な

れ

ば

世
俗
の

法

則
に

従
う
か

、

と
い

う

問
題
が

生
じ

る
こ

と

に

な

る
。

理
性
の

単
な
る

自
己

規
定
に

よ

る

道
徳
の

主

観
性
を

批
判
す

る
へ

ー

ゲ
ル

は
、

カ

ン

ト

の

主

観
的
道
徳
性
の

立

場
を

踏
ま

え
、

道

徳
の

内
面
性
と

法
の

外
面
性
と

を

総

合
す

る
、

慣

習
に

基
づ

く
客

観
的
な

人
倫
の

立

場
を

主

張
す
る

が
、

そ

の

場

合
で

も
こ

こ

で

言
う
人

間
の

法
則
に

分
類
さ

れ

る

こ

と

に

な
る

。
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カ

ン

ト

も
シ

ェ

リ
ン

グ
も

そ

れ

ぞ

れ

の

立

場
か

ら

善
悪
の

概
念
を

規
定
し

、

人
間
の

現

実
的
存
在
様
態
が

悪
で

あ
り

、

そ
の

上
人

間

本
性
が

悪
で

あ
る

こ

と

を
示

し

た
。

し

か

し

人
間
が

悪
で

あ
る

と

規
定
し

た
と

し
て

も
、

そ

れ
は

道
徳
的
観
点
か

ら

見
て

の

善
悪
で

あ

る
。

道
徳
的

善
悪
に

対
し

、

人

間
に

よ
っ

て

定
め

ら

れ

た

法

則
の
一

つ

で

あ
る

法

律
の

場
合、

動
機
は

ど

う
で

あ
れ
、

な

さ

れ

た

結
果

が

重

要
で

あ
り

、

適

法
性
の

み
が

問
題
と

さ

れ
る

。

し

か

し

道
徳
の

場
合

、

適
法

性
は

も

ち

ろ

ん

の

こ

と

道
徳
性
が

重

要
で

あ

り、

動

機
も

結
果
も

と

も
に

問
題
と

な

る
。

そ

の

際
、

動
機
主

義
か

結
果
主

義
か

で
、

つ

ま

り
動

機
と

結
果
の

ど

ち

ら

を

優
先
す
る
か

で

立

場

も

分
か

れ
る

が
、

将
来
の

結
果
も

含
め

、

両
者
が

善
で

あ
る

こ

と

が

理

想
で

あ

る
。

言
い

換
え

れ

ば
、

善
き

格
律
に

基
づ

き

善
き

行

為

を

な
し

、

そ

の

結
果
が

将
来
に

お

い

て

も

善
で

あ
る
こ

と

が

理
想
で

あ
る

。

道
徳
的
観
点
か

ら

言
え

ば
、

世
俗
的
世
界
に

お
い

て
、

将

来
の

結
果
ま

で

考
え
道

徳
的
に

善
く
振
る

舞
う
こ

と

は

人

間
に

と
っ

て

当

然
の

こ

と

で

あ
る

。

し

か

し

世
俗
的
な

事
柄
に

宗
教
が

関
わ

っ

て

く
る

と
、

先
に

挙
げ
た

イ
エ

ス

や

仏

陀
の

例
の

様
に

、

家
族
の

絆
や

血
縁
の

絆
さ

ら

に

は

地
縁
の

絆
等
々

よ

り

も
宗
教
的
な

絆
が

優
先
さ

れ
、

世
俗
的
世
界
と

宗
教
と

の

問
に

緊
張
が

も

た

ら

さ

れ
、

道
徳
的
善
悪
に

対
す

る

宗
教
上

の

善
悪
が

問
題
と

な

る
。

い

う

な

れ

ば
、

世
俗
的
な

事
柄
に

宗
教

的
な

事
柄
が

関
係
し

合
う
と

、

そ
こ

に

宗
教
と

道
徳
と

の

緊
張
が

生
ま

れ
、

信
者
個
人
の

レ

ベ

ル

や

社

会

的
レ

ベ

ル

で
、

；
口

で

言
え

ば
、

宗
教
と

社
会
と

の

間
に

軋

轢
が

生
じ

る
こ

と

に

な

る
。

そ

の

場
合
の

解
決
方
法
と

し

て

三

つ

の

可

能

性
が

考
え

ら

れ

る
。

そ

れ

ら

は
、

（

1
）

道

徳
的
善
悪
を

宗
教
的
善
悪
に

優
先
さ

せ

る
、

（

2
）

宗
教
的
善
悪
を

道
徳
的
善
悪
に

優
先
さ

せ

る
、

（

3
＞

道
徳
的
並

量
心

と

宗
教
的

善
悪
を
】

致
さ
せ

る

こ

と

に

よ

っ

て
、

軋
轢
を

解
消
す

る

可

能
性
で

あ
る

。

こ

れ

ら
の

可

能
性
の

う
ち

、

ど

の

立

場
を
取
っ

て

カ

ン

ト
や

シ
ェ

リ

ン

グ
が

、

そ

し

て

フ

ィ

ヒ

テ
が

思

索
を

し
て

い

た
か

を
、

つ

ま

り

彼
ら
が

宗
教
を
道
徳
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宗教 と倫理

と

の

関
係
に

お

い

て

い

か

に

考
え

て

い

た

か

を

明
ら
か

に

す

る

こ

と

に

す

る
。

　

カ

ン

ト

が

「

道
徳
法
則
は

…

…

最
高
存

在
者
［

神
］

の

法

則
と

見
な

さ

れ

な
け

れ

ば

な
ら

な
い
」

（

夸
く

k
°。）

と

述
べ

て

い

る

の

を
、

道

徳
と

宗

教
を
一

致
さ

せ

て

い

る

と

勘
違
い

し
て

は

な
ら

な
い

。

カ
ン

ト

は

あ
く

ま

で

も
、

人

間
が

な

す
べ

き

人

間
の

義
務
を

果
た

し
、

そ

の

上
で

宗
教
へ

到
る

道
を

考
え

て

い

る
の

で

あ
っ

て
、

そ

の

逆
で

も
ま

た

同
一

視
す
る

こ

と

に

よ
っ

て

で

も
な

い
。

カ

ン

ト

は

宗
教
を

最
高
善
良

霧

げ
α
o
『
ω

809

と

の

関
係
か

ら
導
き

出
す

。

彼
に

よ

れ

ば
、

最

高
善
は

至
上

善

量
ω

O
げ

費
ω

8
と

完
全
善

母
ω

＜
o
＝
Φ
コ

創

卑
Φ

と

の

総
合
か

ら

な

り
、

そ

の

結
合
は

原

因
と

結

果
と

の

関
係
に

あ
る

（
丙
℃

ζ

鵠
『

山
）

。

つ

ま

り

最
高
善
と

は
、

善
の

無

制

約
的
条
件
で

あ
る

至

上

善
と

善
の

そ

れ

以
上

大
な

る

部
分
が

な
い

全

体
で

あ
る

完
全

善
と

か

ら

で

き

て

お

り
、

言
い

換
え

れ

ば
、

人
間

が

な

す
べ

き

行
為
の

無
制
約

的
条
件
で

あ
る

幸

福
に

値
す
る

こ

と
、

と
い

う
意
味
で

の

至
上

善
と

、

そ

の

値
す
る

こ

と

に

見
合
っ

た

幸

福
、

と

い

う

意
味
で

の

完
全

善
と

か

ら

で

き
て

お

り
、

至

上

善
を

追

求
し

た

結

果
と

し
て

完
全
善
に

与
る

、

と
い

う
具
合
に

作
ら

れ

て

い

る
。

至
上

善
を

迫

求
す
る

、

と

い

う
こ

と

は
、

道
徳
法
則
に

よ

っ

て

意
志
が

完
全
に

規

定
さ

れ

る
こ

と

を

求
め

る

こ

と

で

あ
り

、

そ

の

追
求
の

結
果
と

し

て
、

意
志
規

定
に

応
じ

た

完
全

善
に

与
る

こ

と

で
、

最
高
善
を

実
現
す

る

の

が
、

カ
ン

ト
の

最
高
善
に

つ

い

て

の

考
え

で

あ
る

。

し

か

し

な

が

ら
、

意
志

規
定
の

結
果
と

し

て

の
、

こ

の

世
に

お

け
る

原
因
と

結
果
と

の

実
践
的
結
合
は

、

道

徳
法

則
を

い

か

に

厳
格
に

遵
守
し

た

と

し

て

も
、

幸
福
に

与
る
こ

と

を

期
待
し

う
る

も

の

で

は

な

い
。

と
い

う
の

は
、

幸
福
に

与
る

に

は
、

意
志

規
定
の

能
力
と

は

別
個
の
、

自
然
法

則
の

知
識
と

そ

れ

を

自
分
の

た

め
に

用
い

る

物
理

的
能

力
を

必
要
と

す
る
か

ら
で

あ

る
。

と

は

い

え
、

最
高
善
を

実
現
す

る

に

は
、

ま

ず

道
徳
法

則
を
厳

格
に

遵
守
す

る
こ

と
が

第
一

の

課
題
で

あ

る
。

道
徳
法
則
を
い

か

に

厳
格
に

遵

守
す
る
と

い

っ

て

も
、

有
限
な

理

性
的

存
在
者
に

と

っ

て
、

道
徳
法
則
と

意
志
と

の

完
全
な
一

致
は

あ
く
ま

で

も

「

道
徳
的
理
念
」

で

あ
っ

て
、

「

い

か

な

る

瞬
間
に

お

い

て

も

受
け

入
れ

る

こ

と

の

で

き

な
い

完
全

性
」

（
溶
℃

＜°

鴇
O）

で

あ

る
。

し

た

が
っ

て
、

こ

の

理

念

369 （657）
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は
、

有
限
な

理

性
的
存
在
者
に

と

っ

て
、

道
徳
的
完
全

性
の

低
い

段
階
か

ら

よ

り

高
い

段

階
へ

の

「

無
限
の

進
行
」

（
囚
o

＜°
一

§

に

お

い

て

到
達
す
べ

き

目
標
と

な

る
。

こ

の

目

標
へ

の

到
達
を
、

カ

ン

ト

は

「

同
］

の

理

性

的
存

在
者
の

無

限
に

持
続
す

る

存
在
国
×

す

措

自
と

人
格

性
（

こ

れ

を

人
は

霊

魂
の

不
死
と

名
づ

け

る
）

の

前

提
」

（

習
く°

＝
一

）

に

お

い

て

可
能
で

あ
る

、

と

言
う

。

つ

ま

り
カ

ン

ト

は
、

有
限
な
理

性
的
存

在
者
に

と
っ

て

最
高
善
は

霊

魂
の

不
死
を

前
提
し

て

の

み

可
能
で

あ
る

と

し
、

霊

魂
の

不

死

を

「

純
粋
実
践

理
性
の

要
請
」

（

茵
o
＜°
一

ら

ご

と
い

う
形
で

前
提
す
る

。

　

最

高
善
の

第
一

の

主
要

部
分
で

あ
る

道
徳
性
の

完
成
と

い

う

こ

と

を

「

霊

魂
の

不

死
の

要
請
」

で

可

能
に

し
た

カ

ン

ト

は
、

さ

ら

に
、

最
高
善
の

第
二

の

要
素
で

あ
る

、

道
徳
性
に

合
致
し

た

幸

福
を

可
能
と

す

る

た

め

に
、

「

神
の

存
在
国

凶
ω

9
コ
N

を

要
請
す

る
」

（
図
o

＜°

竃
o）

。

と

い

う
の

は
、

幸
福
と

道

徳
性
と

が

必

然
的
に
一

致
す

る

根
拠
が

そ

れ

以

外
に

存

在
し

な
い

か

ら

で

あ
る

。

幸
福
と

は
、

有
限
な
理

性
的
存
在
者
が

そ

の

存
在
の

全

体
に

お

い

て
、

す
べ

て

が

望
み

ど

お

り

に

な
っ

て

い

る

状
態
で

あ

る
。

こ

の

状
態
は

、

自
然
と

有
限
な

理
性

的
存
在
者
の

日
的
が
一

致
し

て

い

る

場
合
に

成
り

立
つ

が
、

こ

う
し

た

状
態
が

自
ら

の

存
在
全

体
に

お

い

て

持
続

す

る

と
い

う
こ

と

は
、

有
限
な

理

性
的
存
在
者
に

お

い

て

は

考
え

ら

れ

な
い

。

と
い

う
の

も
、

自
然
法
則
と

道
徳
法
則
と

が
一

致
す
る

こ

と
、

言
い

換
え

れ
ば

、

自
然
と

理
性

的
存
在
者
の

目
的
す
べ

て

が
一

致
す
る

こ

と

は

不
可
能
な

こ

と

だ
か

ら

で

あ

る
。

し
か

し

な

が

ら
、

カ

ン

ト
は
、

「

最
高
善
は

可
能
で

な
け

れ
ば
な

ら
な
い
」

臼
写、°

三
。。）

か

ら
、

そ

の

た

め

に
、

幸
福
と

道
徳
性
と

の

厳
密
な
一

致

の

根
拠
が

必
要
で

あ

る

と

す

る
。

そ
こ

で
、

道
徳

的
心

術
に

適
っ

た

因
果
性
を

持
つ

自
然
の

至
上

原
因
が

想

定
さ

れ、

幸
福
と

道
徳
性

と

の
一

致
の

根
拠
を

持
っ

た

自
然
全

体
の

原

因
、

つ

ま

り
「

神
の

現

存
在

∪

窃
Φ

言
」

が

要

請
さ

れ

る

こ

と

に

な

る
。

神
の

現
存
在
が

要
請
さ

れ

る

こ

と

に

よ

り、

完
全
な

意
味
で

、

至
上

善
を

追
求
し
た

結
果
と

し

て

完
全

善
に

与
る

こ

と

が

可
能
と

な

り、

最
高
善
が

実

現
し

う
る
こ

と

に

な

る
。

こ

の

よ
う
に

、

最
高
善
を

実

現
す
べ

き

で

あ
る

が

故
に
、

そ

の

可
能
性
の

必
要
性
と

し

て
、

霊

魂
の

不
死
や

（658） 370
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神
の

現
存
在
を

要
請
す

る
、

と
い

う
考
え

方
を

カ

ン

ト

は
、

「

実
践

的
意

図
に

お

け
る

必
要
を

納
得
さ

せ

る

こ

と

に

関
し

て
、

信
仰、

詳
し

く
言
え

ば
、

理

性
的

信
仰
と

名
づ

け

る
」

（
囚
唱

く’

置
切）
、

と

述
べ

る
。

し

か

も

カ

ン

ト

は
、

最
高
善
の

実
現
の

た

め

の

第
一

要
件

で

あ

る

道

徳
法
則
の

遵

守
を

、

要
請
さ

れ

た

神
の

命
令
の

遵

守
で

あ

る

か

の

よ

う
に

見
な
し

、

最
高
善
の

実

現
可

能
を

希
望
す
る

こ

と

に

な

る
（

國
O
＜

」
翕

亡）
。

そ

し

て

カ

ン

ト

は
、

最
高

善
の

概
念
を

通
し

て
、

本
来
宗
教
を

必

要
と

し
な
い

道
徳
論
か

ら

宗
教
を

導
き

出

す
。

つ

ま

り

カ
ン

ト

は
、

最
高
善
を

促
進
し

た
い

と

い

う

「

道
徳
的
願
望
」

（
国
o
く．

 
o）

を

目
覚
め

さ

せ
、

そ

の

上
で

「

私
た

ち

が
、

幸
福
に

値
し

な

く

は

な

い

よ

う
に

と

意
を

用
い

た

程
度
に

応
じ

て
、

い

つ

の

目

に

か
、

幸

福
に

与
る

で

あ

ろ

う、

と

い

う

希
望
」

（

督
く

」
お
）

を

抱
か

せ

る

宗
教
を

導
き

出
す
の

で

あ

る
。

こ

の

よ

う
に

カ

ン

ト

は
、

あ
く
ま

で

も

人
間
が

な

す
べ

き
こ

と
、

あ
る

い

は

幸
福
に

値
す
る

こ

と

を

規
定
し

た

上

で
、

宗
教
を

考
え
る

こ

と

に

よ

り
、

現

実
世
界
に

お

け

る

道

徳
と

宗
教
と

の

対
立

を

却
け

る
。

道
徳
が

あ
っ

て

は

じ

め

て

宗
教
が

あ
る

と
い

う
よ

う
に

、

カ
ン

ト

は

道

徳
的
善
悪
を

宗
教
的
善
悪
に

優
先
さ

せ

る
（
1

）

の

立
場
に

立
つ

の

で

あ
る

。

　
こ

れ

と

逆
の

立

場
に

立
つ

の

が

シ
ェ

リ
ン

グ

で

あ
る

。

人

闘
を

神
と

の

関
係
に

お

い

て

捉
え

、

し

か

も
人

間
が

自
律
的
規

定
に

よ
り

自
ら

の

本
性
の

法

則
に

従
う

際、

神
そ

の

も

の

に

従
う
と

す

る

シ
ェ

リ
ン

グ
の

場
合

、

現

実
の

生
を

否
定
す

る
こ

と

に

よ

っ

て

世
俗
的

世

界
と

宗
教
と

の

緊
張
を

解

消
す

る
。

彼
に

よ

れ

ば
、

悪
へ

の

傾

向
を

持
つ

現

実
の

人

間
は

、

そ

の

根
源
悪
ゆ

え

に
、

「

偽
り
の

生

Φ

ぎ
噛

巴
ω

o

冨
ω

い
Φ
σ
 
コ
」

（
国
。。

 

 
V

の

な

か

を
生
き

て

い

る
。

言
い

換
え
れ

ば
、

人
間
は

欲
望
や

欲
情
に

駆
り

立
て

ら
れ

、

普
遍
意
志
と

特
殊
意
志
と

の

あ
る

べ

き

神
的
関
係
を

転
倒
し

、

生
き

る
べ

き

生
き

方
か

ら
遠
ざ
か
っ

た

生
活
を

し

て

い

る
。

こ

う
し

た

生

活
を

し

て

い

る

人

間
に

と
っ

て
、

つ

ま

り

普
遍
意
志
を

意
識
し

な

が
ら

も

特
殊
意

志
に

し

た

が
っ

て

生
き

る

「

罪
人
」

（
閃゚

ω

〇

一）

で

あ
る

人

間
に

と
っ

て
、

神
的
関
係
は

お

の

れ

を

焼
き

滅
ぼ

す

火
で

あ

る
。

あ
る
べ

き

生
き

方
が

お

の

れ

を

焼
き

滅
ぼ

す

火
で
あ

る

が

ゆ

え

に
、

転
倒
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し
た

生
き

方
を

し

て
い

る

人
問
は
、

で

き

る

限
り
神
的

関
係
か

ら

遠
ざ

か

っ

て

生
き

よ

う
と

す
る

。

け

れ

ど

も
、

人

間
は

、

神
的
関
係

の

う
ち
で

生

き

る

べ

き
で

あ
り
、

生
き

る
べ

き

生
き

方
を
実

現
し

な

れ

れ

ば
な

ら

な
い

。

神
的
関
係
の

う
ち

で

生
き

る

に

は
、

欲
望
を

重
視
し

た

生

き

方
を
す
る

自
我
性
に

死
な
な

け
れ

ば
な

ら

な

い

（
閃゜
・。

・。

一）
。

自
我
性
に

死
な

な

け

れ
ば

な
ら

な
い

と

言
っ

て

も
、

欲
望

の

連
鎖
の

な

か

に

生
き

る

現
実
の

人
間
は

、

自
分
か

わ
い

さ

の

あ
ま

り
、

自
我

性
の

休
ら
い
、

欲
望
の

満
足
を
求
め

て
、

む

し

ろ

逆
に

神
的
関
係
か

ら

遠
ざ
か

ろ

う
と

す

る
。

こ

の

遠
ざ
か

る

度
合
い

に

応
じ

て
、

人

間
の

欲
望
は

ま

す

ま

す

激
し

く
沸
き

上

が

る
。

そ

し

て

→

段
と

神
的

関
係
か

ら

離
れ

、

人

間
は

ま

す

ま

す
「

偽
り

の

生
」

に

の

め

り

込
む

の

で

あ
る

（
哨゚

鱒

゜。

卜。）
。

と

こ

ろ

が
、

生
き

た

有
機
体

の

う

ち

で
、

個
々

の

部
分

や

組
織
が

、

全
体
か

ら

逸

脱
す
る

や
い

な
や

、

そ

れ

と

対
立
す

る

統
一

や
共

同
作
業
が

火
と

感
じ

ら

れ
、

内

的
な

炎
熱
に

よ
り

炎
症
を

起
こ

す

が
、

そ

の

炎
症
は

鎮
め

ら

れ

ね

ば
な

ら

な
い

の

と

同
様
に

、

病
気
は

回
復
さ

れ

な

け

れ

ば
な

ら

な
い

し
、

犯
し

た

罪
は

償
わ

れ

な

け
れ

ば
な

ら

な
い

（
『
。。

 

じ
。

罪
を

犯
し

た

人

間
は

古
き

人

間
を

捨
て

神
が

嘉
す

る

新
し

き

人

間
を

着
る

　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　

　
　

　

　
　

　（
1）

時
、

つ

ま

り
シ

ェ

リ

ン

グ
に

と
っ

て

は

「

死
者
た
ち
の

将
来
の
］

般
的

蘇
生
」

の

時
、

罪
を
償
っ

た

人
間
と

し

て
、

神
と

の

あ
る
べ

き

関
係
を

初
め

て

築
く
こ

と

が

で

き

る
。

　

人

間
が

自
律
的
規
定
に

よ

り

行
為
を

な

す

点
に

道
徳
的
善
悪
を

規
定
し

た
シ

ェ

リ
ン

グ

は
、

現
実
の

人
間
に

道

徳
的
悪
を
指
摘
し

た

が
、

悪
し
き

生
き

方
を

す
る

人

間
を

罪
人

と

捉
え

る
こ

と

に

よ
っ

て
、

人

間
自
ら
の

本
質
の

法
則
を

直
ぐ
さ

ま

神
の

法
則
と

し
、

道
徳

的
善
悪
の

視
点
か

ら

宗
教
的

善
悪
の

そ

れ
へ

と

視
点
を

移
し

て

し

ま

う
。

そ

し

て

宗
教
的
善
悪
の

視
点
か

ら

あ
る

べ

き

生
き

方
の

実
現

を

説
く
こ

と

に

よ
っ

て
、

宗

教
と

道
徳
と

の

違
い

を

無
視
し

解
消
し

よ

う
と

す
る

。

従
う
べ

き

も

の

が

神
の

法
則
つ

ま

り

神
そ

の

も
の

と

す

る

シ

ェ

リ

ン

グ
の

場
合

、

宗

教
的
善
悪
を

道
徳
的
善
悪

に

優
先
す

る
、

と

い

う
よ

り

は
、

む

し
ろ

道
徳
的
善
悪
を

無
く
し

宗
教
的

善
悪
の

み

に

す
る
、

と

い

っ

た

方
が

よ
い

か

も
し

れ

な
い

。

し

か

し
、

宗
教
的
善
悪
を

前
面
に

出
し

な

が

ら

も
、

道
徳
的
善
悪
に

宗
教

（660） 372
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的

善
悪
を
優
先
さ

せ

る
（

2
）

の

立

場
に

シ

ェ

リ
ン

グ

は

立
っ

て

い

る
、

と

言
う
こ

と

は

可
能
で

あ

る
。

四

　

カ
ン

ト

や
シ

ェ

リ

ン

グ
と

は

異
な

り
、

フ

ィ

ヒ

テ

は

高
次
の

道
徳
性
の

立

場
を

考
え
る
こ

と

で

宗
教
と

道
徳
と

を
一

致
さ
せ

よ

う
と

す
る

。

フ

ィ

ヒ

テ

は

高
次
の

道
徳

性
を

明
ら

か

に

す

る

た

め

に
、

ま

ず
人

間
の

生
を

コ

真
実
の

生

審
ω

≦

咢
昏
鑑
口
ひq
Φ

目
 

σ

窪
」

と

　

　
　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　〔
5）

「

仮
象
の

生
瓜

器
の
o
ぴ

臨

三
Φ
び

9
」

と

に

区
溺
す

る
。

と
い

う

の

も
、

人
間
は

誰
し

も

自
分
は

生
き

て

い

る
と

思
っ

て
、

安
ら
か

で

満

ち

足
り
た

状
態
で

あ
る

幸

福
を

求
め

る

が
、

フ

ィ

ヒ

テ

に

よ

れ

ば
、

そ

の

人

聞
が

実
際
に

は

「

死
ん

で

い

る
、

す
な

わ
ち

非
存
在
へ

沈

ん

で

い

る
」

（

〉

」
oH

）

場
合
が

あ

る

か

ら

で

あ
る

。

生
き

て

い

る

と

思
っ

て

い

る

人

間
は

、

欲

望
を

満
た

す
か

に

思
え

る

対
象
を

愛

し
、

こ

の

世

界
の

巾
に

幸

福
を

求
め

る
。

し
か

し

な

が

ら
、

こ

う
し

た

努
力
を
す

る

入

聞
が

、

幸
福
で

あ
る

か
、

と

自
ら

を

顧
み

る

と
、

自
ら
の

心

胸
の

最
も

奥
底
か

ら

「

そ

う
で

は

な
い
」

と

い

う

声
が

響
き

渡
る
（

》

誌
OG
。）
。

け
れ

ど

も
、

欲
望
の

連
鎖
の

中
に

生
き

る

人
間
は

、

境
遇
さ

え

変
わ
れ

ば
よ

り

良
く
な

る
と

考
え
、

欲
望

充
足
に

邁
進
す
る

が
、

欲
望
が

完
全
に

満
た

さ

れ

る

こ

と

は

決
し
て

な
い

。

そ

こ

で
、

人

間
は

空

し

き

も
の

を

追
い

か

け

る

よ

う

に

運
命
づ

け

ら

れ
て

お

り
、

こ

の

地
上

で

の

生
に

満
足
す

る

こ

と
は

断
念

す
べ

き
、

と
い

う

結
論
に

達

す
る

。

そ

し

て

「

伝

統
的
に

私
た

ち

に

伝
わ
っ

て

い

る

よ

う
に

、

墓
の

向
こ

う
に
」

幸

福
を

設
定
す

る

（
〉

」
。

 ）
。

し

か

し
墓
の

下
に

入
る

こ

と

で

も

幸
福
を

得
る
こ

と

は

で

き

な
い

。

そ

れ
は

、

フ

ィ

ヒ

テ

が

提
示

す

る

「

真
実
の

生
」

を

人

間
が
生

き
て

い

な
い

か

ら

で

あ

り
、

欲
望
の

連

鎖
の

中
で

「

生
き

て

い

る
」

と

思
っ

て

い

た

の

は

「

仮
象
の

生
」

を

ひ

た

す

ら

生

き
、

実
際
に

は

死
ん

で

い

た

か

ら

で

あ
る

。

　

仮
象
の

生
で

は

な

く
、

真
の

意
味
で

の

生
を

生

き

る

と

は
、

「

永
遠
に

し

て

不
変
な

る

も

の

と

の

と
一

致

に

あ．

る
」

（
〉．
軽

§
。

つ

ま
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り

「

真
実
の

生

は

神
の

中
を

生
き
、

神
を

愛
し

、

仮
象
の

生
は

世
界
の

中
を

生
き

、

世
界
を

愛
そ

う
と

す

る
」

（
〉°
僻

8）

こ

と

で

あ

る
、

と

フ

ィ

ヒ

テ

は

述
べ

る
。

世
界
の

中
を
生
き

、

世
界
を

愛
す

る

仮
象
の

生
は

、

生
き

て

い

る
よ

う
に

見
え

る

だ

け

の

生

で

あ

り
、

死
ん

だ

も

の

で

あ
る

。

こ

こ

で

は

も
ち
ろ

ん

人

間
の

「

生
理

的

死
」

（
〉°

お
巴

が

問
題
に

さ

れ

て

い

る

の

で

な
い

。

真

実
の

生
の

立

場

か

ら

す
れ

ば
、

仮
象
の

生
を

生

き

る

人

間
は

死
ん

で

い

る
、

と
い

う
こ

と

で

あ
る

。

と

は

い

え
、

フ

ィ

ヒ

テ

に

よ

れ

ば
、

純
粋
な

死
も

純
粋
な

非
存
在
も

な
く

、

生
と

存
在
の

み

が

あ

る

だ

け

で

あ

る
。

仮
象
の

生

は

「

生
と

死、

存
在
と

非

存
在
と

が

混

合
」

（
〉

」
o
虧）

し

た
も
の

で

あ
り

、

「

何
ら

か

の

方
法
で

、

真
実
の

存
在
に

よ
っ

て

支
持
さ

れ
、

担
わ

れ

て
い

る

も

の
」

（
〉

蒔

§

に

す

ぎ
な

い
。

つ

ま

り
、

「

真
実
の

生
が

何
ら

か

の

方
法
で

仮
象
の

生
に

入
り

込
み

、

混

合
し

て

い

る
」

（
｝
心

§

の

で

あ
る

。

　

フ

ィ

ヒ

テ

に

よ

れ

ば
、

「

生
と

存
在
と

は

…
…
一

つ

で

あ

り
、

同
じ

も

の
」

（
〉°

お
ω）

で

あ
る

。

こ

の

存
在
は

そ

の

人
間
が

属
す

る

生
の

立

場
に

応
じ

て

様
々

な

形
態
に

お

い

て

現

象
す
る

。

例
え

ば
、

感
性
的
人

間
に

は

ま

さ

に

外
的
感

官
の

対

象
と

し

て

現

象
す

る

が
、

「

本
来
の

真
の

存
在
は

、

生
成
す

る

も

の

で

も、

発
生
す

る

も

の

で

も、

非

存
在
か

ら

出
現
す

る

も

の

で

も

な
い
」

（
》°

ホ
G 。）

し
、

「

今
あ

る

よ

う
に

永
遠
の

昔
か

ら

あ

り
、

永
遠
に

変

化
す
る

こ

と

の

な
い
」

（
〉

誌
ω

巴

も

の

で

あ
る

。

し

か

も

こ

の

存
在
は

、

「

自
己

自
身
か

ら
〈
o
詳

繊

9
白
己
自

身
に

基
づ

い

て

鍵゚
。

ω

旨
び

自
己
自

身
に

よ
っ

て

魯
目
ゴ

臥
o
ぽ

存
在
す
る

存
在
」

〔
〉°

お
頓）

で

あ
っ

て
、

「

端
的
に
一

で

あ
り

、

完
結
し

完
成
し

た
、

そ

の

上

端
的
に

不

変
な
一

様
性
と

し

て
」

（

〉Ψ

お
ε

考
え
ら

れ

る

も

の

で

あ

る
。

「

こ

の

存
在
の

内

部
に

お

い

て

は
、

い

か

な

る

新
し
い

も

の

も
生
じ
は

し

な
い

し
、

い

か

な

る

形
成
も
い

か

な

る

変
化
変
遷
も

あ
り

え
な
い
」

（
〉°

お
頓
）

。

こ

の

よ

う
に

述
べ

る
フ

ィ

ヒ

テ

は
、

真
の

存

在
に

存
在
の

絶

対
的
独
立

性、

絶
対
的

自
立

性
、

絶
対

的
同
→

性
を
、

ま

た

真
の

存
在
が

端
的
に
一

な
る

も
の

で

あ
る

こ

と

を

認
め

る
。

言
い

換
え

れ
ば

、

フ

ィ

ヒ

テ

の

言
う
真
の

存

在
と

は

「

絶
対
的
存
在

、

つ

ま

り
神
」

（
》

」
罵
）

に

他
な

ら
な
い

。
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こ

の

絶
対

的
存
在
は

「

自
己

の

う

ち

に

閉
じ

こ

も

り
、

隠
れ

埋

没
す

る

存

在
」

（
｝

畠
 ）

で

あ

る

が
、

こ

の

存

在
の

現

存

在

U
器
Φ

旨
が

こ

の

絶
対

的
存
在
を
「

表
明
し

開
示
」

（
〉°

お
o）

す
る

。

と

い

う

の

も
、

こ

の

現
存
在
は

「

存
在
の

表

象
」

（
P
臨
o）

で

あ

る

か

ら

で

あ

る
。

絶

対
的
存
在、

つ

ま

り
神
は

自
分
自
身
に

よ
っ

て

の

み

存
在
す

る

こ

と

が

出
来
る

よ

う
に

、

「

自
分

自
身
に

よ
っ

て

の

み

現
存

在
す
る
こ

と
が

出
来
る
」

（
〉°

瞳
・。
）

が
、

神
以

外
の

い

か

な
る

も
の

も
「

存
在
し
、

し

か

も

真
実
に

は

現
存

在
す

る
こ

と

も

出
来
な

い
」

（
｝

念
。。）

。

つ

ま

り
、

＝

切
の

生
の

中
に

お

い

て

現

存
在
す

る

の

は
、

つ

ね

に

絶

対

杓
で

神

的
存

在
の

現

存
在
」

（
｝

瘴
縣
）

だ

け

で

あ
る

。

い

う

な

れ

ば
、

神
は

「

直

接
自
ら

存
在
す
る

こ

と

に

お

い

て
凶

ヨ

＜
o
コ

巴
o
ゴ
ω
¢

団
コ、

す

な

わ

ち

生
に

お

い

て

現
存

在
で

も
あ
る
」

（
〉°

出
卜。）

、

と

い

う
こ

と

で

あ
る

。

こ

の

点
に

お

い

て

神
の

存

在
と

現
存

在
と

は

完
全
に
一

致
す
る

。

し

か

も

フ

ィ

ヒ

テ
に

よ

れ

ば
、

「

神
以
外
に

真
に

現

存
在
す
る

も

の

は

知

タ

房
ω

Φ

昌

だ

け
」

（
｝

置
。。）

で

あ
り

、

「

こ

の

知
は

端
的
に

か
つ

直
接
的
に

神

的
現

存
在
そ

の

も

の
」

（
〉°

題
。゚）
、

つ

ま

り

「

神
の

現
存
在
は

直

接
的
に

必
然

的
に

知
」

（

｝
腿

畠）

で

あ

る
。

し

た

が
っ

て
、

私
た

ち

人

間
が

知
で

あ

る

限
り

に

お

い

て
、

私
た

ち

自
身

「

最
深
の

根

底
に

お
い

て

神
的
現

存
在
で

あ
る
」

（

冫

念
゜。）

と
い

う
こ

と
に

な

る
。

し

か

し

な

が

ら
、

人

間
に

は

神
で

は

な

く
、

む

し
ろ

事
物、

肉
体
等
々

が

現
存
在
す
る

も

の

の

よ

う
に

見
え
て

い

る
。

そ

れ
は

、

人

間
の

意
識
と

思
惟
の

う
ち

に
、

意
識
さ

れ

た

も

の

や

思

惟
さ

れ

た

も
の

が

現
存
在
し

て

い

る

が
、

そ

れ
ら

は

真
に

現
存
在
し

て

い

る

訳
で

は

な

く
、

神
を

見
る
こ

と

を

可

能
に

す

る

純
粋
思

惟
（

〉°

凸
o 。）

と

現
実
の

知
覚
と

の

矛

盾
に

よ

り
、

単
な

る

現
象
を

現

存
在
し

て

い

る

と

見
て

い

る
か

ら
に

す

ぎ
な
い

。

言
い

換
え

れ
ば

、

こ

う
い

う
こ

と

で

あ
る

。

知
に

お

い

て

対

象
を
捉
え

る

時、

対
象
の

何

芝
餌
ω

が

問
題
に

な

り
、

対
象
の

何
と

そ
の

特
徴
を

把
握
す

る
。

し

た

が
っ

て
、

現
存
在
す

る

も
の

が

自
分
自
身
を

と

ら

え

る

場
合、

現
存
在
す

る

も

の

は

意

識
に

お

い

て
、

自
己

自
身
を

直
接
把

握

す

る

の

で

は

な

く
、

自
己

を

「

た

だ

像
U」

ま
 

と

代
理

の

も
の

閑

8
贔゚
。

魯・

8
巨
Φ

昌

に

お
い

て

把
握
」

（
諺゚

ホ
ω）

す
る

。

こ

の

特
徴
付
け

に

よ

っ

て
、

そ

れ

自
体
に

お
い

て

生
け
る

生
で

あ
っ

た

現
存
在
す

る

も

の
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が
、

「

概
念
に

よ

り
固

定
的
で

現
に

あ

る

存
在
〈
o

昏
餌

巳
Φ

謬
Φ

醤
」

（
〉°

島
ε

に

な

る
。

こ

の

現
に

あ
る

存
在
こ

そ

私
た

ち

が

世
界
と

呼
ぶ

も

の

で

あ
る

。

つ

ま

り

神
的
生
で

あ
る

生

き

た

生
が

「

固

定
的
で

死
せ

る

存
在
」

（

〉．

ホ
艀
）

へ

と

変
化
さ
せ

ら
れ

、

私
た

ち

の

見

る

世
界
と

い

う

「

形
態
」

（
》

」
 

恥）

を

纏
わ

さ

れ

る

こ

と

に

な

る
。

こ

う
し
て

私
た

ち

人

間
に

は

事
物
や
肉

体
が

現
存
在
し

て

い

る

よ

う
に

見
え

る

わ

け
で

あ
る

。

そ

れ

に

対
し
、

精
神
的
存

在
者
は

「

精
神

的
な

日
で

も
っ

て

…・
−

神
を

直
接
見、

も

ち
、

所
有
す
る

こ

と

に

な
る
」

（
〉°
と
・。

）

。

し

か

し

人

間
は

精
神
的

存
在
で

は

あ
る

も

の

の
、

制
約
を

持
っ

た

精

神
的
存
在
で

あ
る

た

め
、

そ

の

眼

は

曇
ら

さ

れ
て

お

り
、

真
実
の

生
に

到
る

に

は

立

場
を

変
え

る

こ

と

が

必
要
に

な

る
。

　

と

こ

ろ

で
、

本
来
現
象
に

過
ぎ

な
い

事
物
や

肉
体
等、

現

存
在
し

て

い

る

と

見
な

さ

れ

る

も

の

を

捉
え

る

捉
え

方
、

つ

ま

り

生

に

関

す
る

見
方
は

五

つ

に

分
け

ら

れ

る
。

こ

れ

ら

五

つ

の

見
方
の

う
ち

、

世
界
を

捉
え

る

最

初
の

最
低
な

方
法
は

「

外
部
感
官
に

現
れ

る

も

の

を

世
界
お

よ

び

実
際
に

現

存
す

る

も

の

と

見
な

し
、

ま

た

最
高
の

も

の

真
な
る

も

の

そ

し

て

持

続
す

る

も
の

と

見
な

す
」

（

〉．

合
9

方
法
で

あ

る
。

こ

れ

は

先
に

見
た

仮
象
の

生

を
生
き

る

生
き

方
で

あ
る

。

第
二

の

立

場
は

「

世
界
を

、

理
性
的
存
在
者
た
ち

の

体
系
に

お

け

る

秩
序
と

平

等
な

権
利
の

法

則
と

し

て

把
握
す

る
」

（
〉°

駐
 ）

も
の

で

あ
り
、

理

性
的
人
間
の

見
方
で

あ
る

。

世
界
に

関
す

る

第

一．
一

の

見

解
は
、

「

真
な

る

高
次
の

道
徳
性
の

立
場
に

基
づ

く
も

の
」

（

〉．

ま
。。）

で

あ
っ

て
、

「

精
神

世
界
の

法
則
を

最
高
の

も

の
、

第
一

の

も

の
」

と

考
え

る

立
場
で

あ
る

。

こ

の

立

場
は

先
の

二

つ

の

立

場
と

異
な
り

、

フ

ィ

ヒ

テ

に

よ

れ

ば
、

初
め

て

浄
福
ω

Φ｝
昼
犀
Φ

旨

へ

到
り

う

る

も
の

で

あ

る
。

第
四

の

立

場
で

あ
る

世
界
に

関
す

る

見

解
は

「

宗

教
の

立

場
に

基
づ

く
も

の
」

（

〉°

ミ
O）

で

あ

り
、

「

神
が

…

…

そ

の

現
実

的
で

真
の

直
接

的
生

に

お

い

て

私
た

ち

の

中
に

現
れ

る
」

（

｝

羇
一
）

段
階
で

あ
っ

て
、

「

私
た

ち

自
身
が
こ

の

神
の

直

接
的
生

で

あ
る
」

（
〉卩

無
一）

。

世
界
に

つ

い

て

の

最
後
の

立

場
は

「

学
の

立

場
に

基

づ

く

も
の
」

〔
〉°

羇
悼）

で

あ
り

、

こ

の

立
場
は

「

宗

教
に

と
っ

て

単
に

絶
対
的
事

実
で

あ
る

も

の

を
発
生

論
的
に

説
明
す
る

も
の
」

（

〉°

ミ
・。）

に

す

ぎ
な
い

。

こ

の

よ

う
に

フ

ィ

ヒ

テ

は

世
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宗教 と倫理

界
に

関
す

る

五

つ

の

見
解
を

説

明
す
る

が
、

宗
教
の

立

場
を

説
明
す
る

だ
け

の

学
の

立

場
は
、

こ

の

際
問
題
と

な
ら

な

い
。

　

第
二

の

立

場
も

第
三

の

立
場
も

、

と

も

に

法
則
を

最
高
の

も

の

と

す

る

点
に

お

い

て

共

通
し

て

い

る
が

、

第
二

の

立

場
の

法

則
は

「

単
に

感

性
的
世
界
に

お

け

る

秩

序
の

法

則
」

（
》’

認
巳

に

す

ぎ
な
い

。

そ

れ

に

対
し
、

第
三

の

立

場
の

法

則
は

「

ま
っ

た

く
新
た

な

真
に

超

感
性
的
世
界
を

創

造
し

、

そ

の

活
動
領
域
で

あ
る

感
覚
的

世
界
に

お

い

て

超
感

性
的

世
界
を

作
り
出
す

も

の
」

（
鋭

認
色

で

あ

る
。

法

則
を

立
て

る

こ

れ

ら

第
二

、

第
二

の

立

場
に

対
し

、

第
一

の

立

場
は

そ

の

よ

う
な
こ

と

は

な

く
、

た

だ

自
ら

の

欲
望
を
満
た

す

こ

と

に

努

力
す

る
。

こ

の

立

場
を
生
き

る

人

間
は

ま

さ

に

死

ん

で

い

る

し
、

彼
ら

に

代
わ
っ

て

生
き

て

働
い

て

い

る

の

は

「

盲
目
的
で

無
規
則
な

偶
然
」

（
〉°

お
o）

で

あ

る
。

そ

の

偶
然
に

よ

り
、

あ
る

時
に

は

悪

意
あ
る

現
象
が
、

ま

た

あ
る

時
に

は

外
面

的
に

欠

点
の

な

い

現
象
が

発
現
す
る

。

発

現
し

た

悪
意
あ
る

現
象
が

非

難
を

受
け

、

欠

点
の

な
い

現
象
が

賞
賛
さ

れ

る

よ

う

に

思

わ

れ

る
が

、

こ

れ

ら

の

現
象
が

そ

う
さ

れ

る

の

は

決
し

て

相
応
し
い

こ

と

で

は

な
い

。

フ

ィ

ヒ

テ

に

よ

れ
ば

、

そ

れ

ら

諸
現
象
が

非
難
さ

れ

よ

う
が

賞
賛
さ

れ

よ

う
が

重
要
な

こ

と

で

は

な

く
、

「

い

ず
れ
に

せ

よ
、

内
的
な

精

神
的
生

を
持
た
ず
に

、

混
乱
し

当
て

に

な
ら
な
い

結
果
に

終
わ
る
」

（
〉圏

お
 ）

生
の

状
態
で

あ
る

。

こ

の

治
癒

不
能
な

状
態
か

ら

脱
す
る

こ

と

な

く
、

彼
ら

は

「

よ

り
善
き

状
態
へ

の

刺

激
お

よ

び

外

部

か

ら

の

伝
達
を

閉
め

出
し
」

（

跨

畠
ご

、

欲
望
の

連
鎖
と
い

う

仮
象
の

状
態

を
生
き

続
け

て

い

る
。

こ

の

よ

う
に
、

精
神
的
生
を

持
た

な
い

生
き

方
が

フ

ィ

ヒ

テ
に

と

っ

て

は

悪
し

き

状
態
で

あ
る

。

　

フ

ィ

ヒ

テ
の

目
か

ら

す
れ
ば

、

第
一

の

立

場
が

悪

し

き

状
態
に

あ
る

と

し

て

も
、

第、
一

段
階
の

道

徳
的
状
態
は

「

理
性
的
存
在

者
た

ち

の

体
系
に

お

け

る

秩
序
と

平

等
な

権
利
の

法

則
」

（
〉°

＆
m）

を
根

本
に

お

く
も

の

で

あ
る

か

ら
、

善
き

状
態
に

あ
る

と

思
え

る
。

し

か

し

な

が

ら
、

そ

う
で

は

な
い

。

ス

ト

ア

主
義
者
や

カ
ン

ト

な

ど

が

提
示

す
る

理

性
的
人

間
は

「

そ

の

存
在
の

最
深
の

根
底
に

お

い

て

自
ら

が

法

則
」

（
〉°
 

oo

）

で

あ

り、

こ

の

よ

う
な

人
間
に

と

っ

て
、

「

こ

の

法
則
は

…

…

自
ら

を

支
持
し
、

自
分
以

外
の

何
も

の

も

必
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要
と

し

な

い

し
、

ま

た

そ

の

よ

う
な

も

の

を

受
け

入
れ

る
こ

と

の

出
来
な
い

存
在
」

（
鋭

9H
）

に

他
な

ら

な
い

。

し

か

も
、

理

性
的
人

間
は

法

則
に

従
う
か

否
か

の

二

者
択
一

を

迫
ら

れ
、

法
則
に

従
え
ば

、

自
分
を

非
難
す
べ

き

も

の

を

持
た

な

い

が
、

そ

う
で

な

け

れ

ば
、

自
分
を

軽

蔑
し

な

け
れ
ば

な

ら

な

く
な

る
。

要
す
る

に
、

こ

の

立

場
の

人
間
は

「

自
分
を

軽
蔑
せ

ざ
る

を

え

な
い

よ

う

に

な

ら

な

い

こ

と

を

欲
す

る
」

（
〉

ぴ

8
）

。

し

か

も

そ

れ

以
上
の

何
も

の

も

欲
せ

ず
必
要
と

し

な

く
な
り
、

完
全
に

自
分
自
身
に

依
存
す
る
こ

と

に

な

る
。

フ

ィ

ヒ

テ

の

言
葉
を

借
り

れ

ば
、

ま

さ

に

「

君
自

身
が

君
の

神
で

あ
り

、

救
い

主
で

あ

り、

救
済
者
」

（
♪

し
O
軽）

と
い

う
こ

と

で

あ
る

。

自
ら

神
と

な

る

こ

と

に

よ

り
、

第
二

の

立

場
に

立
つ

人

間
は

「

感
性
的

幸
福
を

与
え

て

く
れ

る

恣
意

的
な

存
在

者
」

（
〉°

き
切）

で

あ
る

作
り

上

げ
ら

れ

た

神
を

当
然
の

こ

と

な

が

ら

見

捨
て

る

が
、

同
時
に

「

真
の

神
」

を

も

退
け
て

し

ま

う
。

こ

の

生
き

方

は

神
の

生
を

生
き

る
こ

と

こ

そ

善
で

あ
る

、

と
い

う
点
か

ら

す
る

と

善
で

は

な
い

悪
し

き

状
態
で

あ

る
。

言
い

換
え
る

な

ら

ば
、

神
の

意
志
に

従
う
か

否
か

に

も

無

関
心
と

な

り
、

「

神
の

意
志
が

内

的
に

生
じ

な
い
」

（
｝

認
・。）

生
き

方
で

あ
る

。

つ

ま

り
、

人

間
が

「

純

粋
に

か

つ

全
体
的
に
、

ま

た

根
底
ま

で

自
分

自
身
を

無
に

し
」

〔
｝

哮
c 。）

、

無
に

す

る

こ

と

に

よ
っ

て

「

神
の

意
志
が

内
的
に

生

じ

る
」

〔

霽

認
・・）

第
三

の

道
徳
的
生
き

方
と

は

異
な

る
、

道
徳
的
に

悪
し

き

生
き

方
を

し
て

い

る

訳
で

あ
る

。

　

こ

の

よ

う
に

、

神
の

中
に

生
き

る
、

と
い

う
点
か

ら

見
る

と
、

第
一
、

第
二

の

立

場
に

お

け

る

生

き

方
は

単
に

不
幸

琶
ω

巴
σq

で

あ

る
と

い

う
だ

け
で

な

く
、

道
徳
的
に

悪

し

き

状
態
に

あ
る

。

こ

の

生
き

方
に

対
し

、

第
三

、

第
四

の

生
き

方
は

浄
福
を

得
ら

れ

る
し

、

神
の

中
に

生
き

る

生
き

方
で

あ
る

。

フ

ィ

ヒ

テ

に

よ

れ

ば
、

欲
望
で

あ
れ

、

カ

ン

ト

の

道

徳
法
則
で

あ

れ
、

ス

ト

ア

主

義
者
の

法
則
で

あ
れ

、

そ
れ
ら
に

従
お

う
と

す

る

こ

と

は

す
べ

て
、

自
己
へ

の

計
ら
い

を

前

提
し

て

お

り
、

「

白
ら

何
か

で

あ

ろ

う
と

欲
す

る

限
り

、

神
は

人
間
に

到
来
し

な

い
」

（
〉°

哲
 ）

し
、

仮
象
の

生

を

生
き

る

こ

と

で

あ
る

。

「

自
ら
の

現
存

在
に

よ
っ

て

規
定
さ

れ

た

低
次
の

生
」

か

ら

「

高
次
の

生
」

へ

と

到
る

に

は

自
己

無

化
Goo

ヨ
白・

宕
Φ
『

巳
o

茸

§
働q

が

な
さ

れ
な

け
れ

ば
な

ら

な
い

（
〉’

蟄
・・）

。

こ

の

自
己

無
化
の
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獲

得
が

高
次
の

道
徳

性
の

立

場
を

獲
得
す

る

こ

と

で

あ
る

。

高
次
の

道

徳
性
の

立

場
を

主
張

す
る

フ

ィ

ヒ

テ

は
、

自
分
自
身
を

無
に

し
、

自
分

自
身
を

精
神
世
界
の

法

則
へ

従
わ
せ

る

こ

と

に

よ

り
、

「

神
の

中
に

沈
潜
」

〔
〉．

鯉
。。）

し
、

真
実
の

生
を

生
き

る

べ

き

と

述

べ

る
。

　
「

人

聞
が

最
高
の

自
由
に

よ

り

自
ら

の

自

由
と

自
立

性
を

破
棄
す

る

時
、

…

…

彼
は

唯
一

真
な

る

神
的

存

在
…
…
に

与
る
」

（
〉°

認
軽
）

が
、

こ

う
し

た

高
次
の

道

徳
性
の

立

場
は

、

と

り

も
な

お

さ

ず
、

宗

教
の

立

場
で

も

あ
る

。

高
次
の

道

徳
に

よ
っ

て

で

あ
れ

、

直
接
「

宗
教
に

よ
っ

て

捉
え

ら

れ

る
」

（
｝

ミ
G。）

こ

と

に

よ
っ

て

で

あ

れ
、

獲
得
さ

れ

る

宗

教
の

立

場
は

、

道
徳
が

実
践

的
で

活
動

的

で

あ
る
の

に

対
し
、

観
照

的
で

観
察
的
で

あ

る

違
い

は

あ

る

（
〉噸

ミ
し。）

。

し

か

し

真
の

宗
教
は

「

神
が

人

間
の

中
に

生
き

、

働
き

、

そ

の

業
を

実
現
し
つ

つ

あ
る

、

と
い

う
意
識
」

（
｝

ミ
・。
）

を

持
た

せ

る

と

と

も

に
、

そ

の

活
動
が

外

部
に

現
れ

出
ざ
る

を

え

な
い

。

も

し

外
部
に

現
れ

出
な
い

な

ら
ば
、

神
が

人
間
の

う
ち
で

活

動
し

て

い

な
い

こ

と

に

な
る

し
、

ま

た

神
と

の

合
一

の

意
識
は

偽
り
の

も
の

で

あ
る

か

ら

で

あ
る

。

し

た

が
っ

て
、

神
の

中
に

生
き

る
、

と
い

う
点
に

お

い

て
、

フ

ィ

ヒ

テ

が

述
べ

る

高
次
の

道
徳
性
と

宗
教
と

は
一

致

す
る

の

で

あ
り

、

先
の

分
類
か

ら

言
え

ば
、

道
徳
的

善
悪
と

宗
教

的
善
悪
を
一

致
さ

せ

る
（

3
）

の

立

場
に

フ

ィ

ヒ

テ

は

立
ち

、

宗
教

と

高
次
の

道
徳
と

の

対
立
を

考
え

て

い

な
い

。

五

　

道
徳
的
善
悪
と

宗
教
的
善
悪
と

の

関
係
を
三

者
三

様
に

考
え

て

い

る
が

、

い

ず
れ

の

哲
学

者
も

現
実
の

人

問
が

悪

し
き

存
在
様
態
に

あ
る

こ

と

を

認
め

て

い

る
。

し

か

し
、

そ

の

状
態
に

留
ま

る
こ

と

を
認
め

て

は

い

な
い

。

悪
の

克

服
は

彼
ら
が

道
徳
と

宗
教
と

の

関
係

を
ど

う
捉
え

る

か

に

応
じ

て

異
な
っ

て

く
る

も

の

の
、

彼
ら
の

考
え

の

中
で

果
た

す

宗
教
の

役
割
は

大
き
い

。

そ

の

際、

宗
教
は

現
実
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の

世
界
に

存
在
す

る

悪
を

克

服
し

神
的
世
界
の

実
現

を

め

ざ

す
が

、

そ

れ
を
こ

の

世
に

お

い

て

実
現
す

る

か

否
か

で

ま

た

違
い

が

出

る
。

　

フ

ィ

ヒ

テ

は

「

人
間
が

最
高
の

自
由
に

よ
っ

て
」

（
》°

器
幽）

自
己
の

計
ら

い

を

止
め
、

自
己
を

無

化
す

る

こ

と

に

よ

っ

て
、

生

に

関

す

る

見
方
を

転
換
し
、

「

道

徳
的
宗

教
的
人

間
」

（
〉

器
 
）

に

な
る

こ

と

に

よ

り
、

浄
福
を
こ

の

匿
に

お

い

て

獲

得
で

き

る
、

と

し

て

い

る
。

つ

ま

り
、

高
次
の

道
徳
と

宗
教
と

が
］

致
し

た

世
界
が
こ

の

世
に

お

い

て

出
現
し

、

神
の

中
に

生

き

る

人
間
は

浄
福
な

状
態
に

な

る

の

で

あ
る

。

し
か

も

「

神
が

全
而

的
に

現

れ

出
て

、

ま

さ

に

神
の

み

が

生
き

支

配
し
、

…

…

神
が

遍

在
す

る
」

（
〉卩

芻
o）

た

め

に
、

道
徳
的
宗
教

的
人

間
同
士
が

相
互

に

自
ら

の

行
為
を

「

自
ら

の

う
ち

に

お

け
る

神
の

現
れ
」

〔
鋭

器
9

と

認
め

、

自
ら

の

う

ち

に

お

け

る

「

真
の

存
在
へ

の

自
ら
の

分
与
」

（
〉「

ヨ
切）

と

理
解
し

、

来
た

る
べ

き

完
全
な

神
的

世
界
の

実
現
を
待
つ

の

で

あ

る
。

フ

ィ

ヒ

テ

に

と

っ

て

は
、

こ

の

世
つ

ま

り
「

地

⊥

に

お

い

て

現
実
に
」

（

〉．

製
ゆ
）

神
的
世
界
が

実
現
さ

れ

る

の

で

あ
る

。

　

こ

の

よ

う
な

フ

ィ

ヒ

テ
の

考
え

に

対
し

、

カ

ン

ト

は

根
本
悪
の

克
服
を
い

ず
れ

の

日

に

か

実
現

さ

れ

る

こ

と

を

希
望
す

る
。

そ

れ

は
、

願
い

を

叶
え

て

く
れ

る
よ

う

に

神
へ

嘆
願
す

る

「

恩

寵
を

求
め

る

宗
教
」

で

は

な
く

、

「

純

粋
理

性
に

よ
っ

て

…
…

認

め

ら

れ
た

実
践

的
原
理
以

外
何
も

含
ん
で

い

な
い

唯
一

の

真
な

る

宗
教
」

（

即
一

゜。

→）

で

あ

る

道

徳
的

宗
教
に

よ

っ

て

希
望
さ

れ

る

も

の

で

あ
る

。

と

い

う

の

は
、

以

下
の

事
情
が

あ

る

か

ら

で

あ

る
。

自
ら

の

悪
し

き

存
在
様
態
に

気
づ

い

た

人
間
は
、

道
徳
法

則
を

白
ら

の

決
断
に

よ

り
格
律
の

規
定
根
拠
に

採
用
す

る
こ

と

に

よ

り
、

道
徳
的
に

善
き

人

間
に

な

り

う

る
。

道
徳
的
に

善
き

人

間
に

な
る

こ

と

を、

カ

ン

ト

は
、

「

心

術
の

革
命
」

（
押
 

じ

に

よ

り

古
き

人
間
に

死
し
て

新
し

き

人
間
を

着
る
こ

と
、

と

表
現
し

て

い

る
。

新
し

き

人

問
を

着
る

た

め

に
、

す

な

わ

ち

道
徳
法

則
を

厳
密
に

遵
守
す

る
、

言
い

換
え

れ

ば
、

道
徳
的
理
念
を

実
現
す
る

た

め
に

、

カ

ン

ト

は

道
徳
的
慣
行
の

改
善
を

準

備
段
階
と

し
、

無
限
に

続
く．
不
断
の

量

的
改
善
を
通
じ
て
、

質
的
革

命
に

到
る
べ

き
と

す

る
。

と

い

う
の

も
、

道
徳
的
理

念
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を

実
現
す
る
こ

と

は

有
限
な

人

間
存
在
に

は
こ

の

世
に

お

い

て

不

可
能
な

こ

と

で

あ
り

、

実
現
可
能
な

た
め

に

霊

魂
の

不
死
が

要
請
さ

れ

も

し

て

い

た

か

ら
で

あ
る

。

そ

こ

で
、

人
間
が

道

徳
的
理

念
の

た

め

に

人
生
を

生
き

切
っ

た

暁
に

は
、

そ

の

心

術
を

神
が

見
て

く

れ
、

そ

の

心

術
に

見
合
っ

た

幸

福
を

与
え

て

欲
し

い

と

い

う
の

が

神
の

存
在
要
請
で

あ
っ

て
、

カ

ン

ト

の

道
徳
的
希
望
で

あ

り
、

ま

た

カ

ン

ト

の

道
徳

的
信
仰
で

あ
っ

た

か

ら

で

あ
る

。

こ

う

見
て

く
る
と

、

カ

ン

ト

の

考
え

る

根

本
悪

の

克
服
は

こ

の

世
で

は

あ
り
得
ず

、

い

ず
れ

の

日
に

か

成
さ

れ
、

そ

の

時
、

道
徳
的
に

善
な
る

世
界
と

そ

れ

に

見
合
っ

た

幸
福
が

与
え

ら

れ

る

世
界
が
、

言
う

な

れ
ば

、

神

の

支

配
す
る

世
界
が

出
現
す

る

こ

と

に

な
る

の

で

あ
る

。

　
フ

ィ

ヒ

テ
と

カ

ン

ト

に

対
し

て

シ
ェ

リ
ン

グ
は

悪
の

克
服
時
期
を
「

復

活
の

時
」

と

し
、

そ

れ

は

神
話
の

宗
教
と

キ

リ
ス

ト

教
と

を

媒
介
す
る

も
の

と

し

て

の

「

哲
学
的
宗

教
」

に

よ

り、

神
と

の

関
係
の

再
構
築
と
い

う
形
で

な

さ

れ

る

と

す

る
。

簡
単
に

言
え

ば
、

次

の

よ

う
な
こ

と

で

あ
る

。

「

自

然
的
な

宗
教
原
理
、

つ

ま

り

根
源

的
な

自
己
の

本
性
に

よ

っ

て

神
を

定
立

す

る

原
理
」

（
O
』

潭）

に

よ

り
人

間
は

根
源
的
に

神
と

結
び

つ

け

ら
れ
て

い

る
。

と

こ

ろ

が

最
初
の

人

間
が

神
と

の

こ

の

根
源

的
関
係
を

破
棄
し

、

堕
落
す
る

。

け

れ

ど

も
、

こ

の

自
然
的
原
理

は

破
棄
さ

れ
た

根
源

的
関
係
を
回

復
し

よ

う
と

し

て
、

人

間
の

意
識
の

中
に

修
復
の

た

め

の

過

程
を
発
生

さ

せ

る
。

こ

れ

が

神
話
の

宗
教
に

他
な

ら

な
い

。

神
話
の

宗

教
は

人

間
が

喪

失
し

た

「

宗

教

的
意

識
の

修
復
」

6
」
。。

Φ）

を

は

か

る

が
、

神
と

の

関

係
を

真
に

回

復
す

る
こ

と

は

で

き

な
い

。

そ

れ

に

は
、

箪
落
し

た

人

間
を

元

の

関
係
へ

と

連
れ

戻
る

こ

と

が

神
の

意
志

で

あ
っ

た
、

と

い

う
こ

と

を

人

間
と

対
面
し

て

人

格
的
に

啓
示

す
る

「

啓
示
に

基
づ

く

宗
教
」

（
ρ

冨
ω）

、

つ

ま

リ

キ

リ

ス

ト

教
が

必

要
で

あ
り

、

啓
示

に

基
づ

き
、

神
の

意
志
と

の

和

解
が

な

さ

れ

な
け

れ

ば
な

ら

な

い
。

神
話
の

宗
教
と

啓
示

に

基
づ

く

宗

教
と

の

こ

の

関
係
を

高
次
の

歴

史
と

し

て

捉
え
る

も

の

が

「

哲
学
的

宗
教
」

で

あ
り

、

こ

の

哲
学
的
宗
教
を

実
現
す
る
こ

と

に

よ

り

根
源
悪
の

克
服

が

可
能
で

あ
る

、

と
シ

ェ

リ
ン

グ
は

述
べ

る
。

こ

の

際
シ

ェ

リ

ン

グ
は

、

生
を

三

つ

に

分
け

て

論
述
す
る

。

そ

れ

ら

は
（

1
）
一

面
的
な
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自
然
的
生

、

（

2
）

一

面
的
な

精

神
的
生

、

（

3
）

自
然
的
な

も

の

が

精
神
的
な

も

の

へ

と

高
め

ら

れ
た

生
の

状
態
で

あ

る
、

精
神
的
な

自

然
的
生
で

あ
る
（
9
一

令
睥
じ

。

そ

れ

ら
は

そ

れ

ぞ

れ

現
在
の

生
、

こ

の

生
に

続
く

生、

そ

し
て

両
者
が

調
和
す

る

「

死

者
た

ち

の

将
来

の
一

般
的
蘇
生
」

（

○

」

ヤ
“。

§

時
の

生
で

あ
る

。

根
源
悪
ゆ

え

に

悪

し

き

生
き

方
を

し

て

現
在
の

生

を

生
き

た

人
間
は

、

精
神
的
生

が

自
然
的
生
を

圧
倒
す

る

次
の

精
神
的
生
へ

と

引
き

取
ら

れ
、

目
に

見
え
な
く
な

る

が
、

精

神
的
生
に

お

い

て

人

間
が

「

罰
と
し

て

の

死

を

経
験
す
る

こ

と

を
受

け
入

れ
、

ま

さ

に

受
け

入
れ

た

こ

と

が

承

認
さ

れ

た

後
に
」

（
○°

置
山

§
、

自
然
的
生
と

精
神
的
生
が

調
和
し

た

生
の

な

か
へ

と

到
る

。

い

う
な

れ

ば
、

キ

リ

ス

ト
は

磔
刑

死
す
る

こ

と

に

よ

り
、

精
神
的
生
が

自
然
的
生
を

圧

倒
す
る

世
界
へ

到
り

目
に

見
え

な

く

な

る

が
、

三

日

後
復
活
し
て

、

両
者
が

調
和
し

た

世
界
に

現
れ

、

目
に

見
え

る

状
態
に

な
る

よ

う
な

も

の

で

あ

る
。

こ

の

よ
う
に

、

シ

ェ

リ

ン

グ
は

根
源
悪
を

克
服
す

る

復
活
の

時
を

示

し
、

神
の

支
配
す

る

世
界
が

出
現
す

る

時
を

明
ら

か

に

す
る

。

　

カ
ン

ト
、

フ

ィ

ヒ

テ
、

シ
ェ

リ
ン

グ
そ

れ

ぞ

れ

が

道
徳
的
善
悪
と

宗
教
的
善
悪
と

の

関
係
を

ど

の

よ

う
に

考
え

る

か

に

よ

り
、

悪

の

重

み

も
、

生
に

関
す

る

見
方
の

単
な
る

相

違、

人

間
本
性
に

宿
る

根
本
悪

、

根
源
悪
と

違
い

、

そ

れ

に

応
じ

て
、

克
服
の

時

機
も

現

世
、

い

ず
れ

の

日
、

復

活
の

日
と

そ
れ

ぞ

れ

特
徴
の

あ
る

も

の

と

な
っ

た
。

し

か

し

な

が

ら
、

彼
ら

が

悪
を

克
服
す

る

際
の

支
え
に

し

た

宗
教
は

、

現
実
に

存
在
し

て

い

る

キ

リ

ス

ト

教
教
義
で

も

教
会
信

仰
で

も
な
い

。

彼
ら
が

考
え

る

宗
教
は
、

現
に

存
在
し
て

い

る

積

極

的
宗
教

島
 

唱
o
ω

三
く
 

閑

呂
σq
ざ
コ

と

は

異
な

り
、

自
然

的
宗

教
9
Φ

轟
…
島
o

冨
幻
Φ】
一
管
o
コ

と

呼
ば
れ

る

も

の

で

あ
る

。

自
然
的
宗

教
は

、

諸
宗
教
の

根
底
に

あ
り

宗
教
を

宗
教
た

ら

し

め

る

宗
教
の

本
質
や

宗
教
の

原
型

を
探
求
す
る
、

啓
蒙
期

以

降
顕
著
に

な
っ

て

く

る

思

潮
の

中
で

、

哲

学
者
に

よ
っ

て

考
え
ら

れ

た

彼
ら

に

と

っ

て

の

真
の

宗
教
で

あ
る

。

フ

ィ

ヒ

テ

の

真
の

宗
教
は

言

う
ま

で

も
な

く
、

カ

ン

ト

の

道
徳
的
宗
教
は

、

ユ

ダ
ヤ

教
、

イ

ス

ラ

ム

教
、

キ

リ
ス

ト

教
な

ど

あ
ら

ゆ

る

歴
史
的
宗
教
の

根
底
に

存
在
し
、

宗
教
を

宗
教
た

ら

し

め

て

い

る

自
然
的
宗

教
の
一

つ

で

あ

り
、

彼
に

と

っ

て

の

唯
】

真
な

る

宗
教
で

あ

る

（
カ゜

に
メ

旨
ご

。

シ
ェ

リ
ン

グ
の

哲

（670） 382
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学
的
宗
教
も
神
話
の

宗
教
と

キ

リ

ス

ト

教
と

を

媒
介
す
る

も

の

と

し

て

歴
史
に

基
づ

い

て

基

礎
づ

け

ら

れ

る

真
の

宗
教
で

あ
る

。

彼
ら

は
、

こ

れ

ら

の

自
然

的
宗
教
を

手
掛
か

り

に

し

て

道
徳
的
悪
や

宗
教
的
悪
を

克
服
し

、

道

徳
的
善
や

宗
教
的
善
の

実
現
を
考
え
る

の

で

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
　
　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
（
6）

あ
る

。

し

か

し

哲
学

者
が

遵
守
す
べ

き

と

し

た

も

の

は

何
で

あ
れ
、

J
・

ワ

ッ

ハ

が

言
う
よ

う
に

、

そ

れ

ら

は

彼
ら
の

信
じ

る

も

の

に

対
す

る

帰
依
の

表
明
で

あ

り、

そ

の

自
然
的
宗

教
に

は

積

極
的
宗

教
と

の

乖
離
や

そ

れ

の

理
想

化
が

現
れ

て

い

る
。

し

か

し

そ

の

反

面
、

理

想
実
現
に

傾
く

論
述
の

た

め
、

現
実
の

世
界
に

お

け

る

道
徳
と

宗
教
と

の

軋
轢
解
消
を

具
体
的
に

記
述
す

る
こ

と

が

少
な
い

。

と

は

い

え
、

そ
こ

に

は

現
代
に

生
き

る

人
間
が

、

宗
教
と

道

徳
と

の

関
係
を

考
え
る

上
で

基

本
と

な

る
三

つ

の

型
が

あ
り、

大
い

に

参

考
に

な
る

と

思
わ

れ
る

。
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宗教 と倫理

註
（
1

）

　
一．

囚
β

口
叶・

映
ミ
隷

譜
映

辱

ミ
寿
琳
箇

象
冷

§

譯
ミ
靉

ミ
斜

聞
 
嵩

×

竃
Φ

甘
¢
「

＜
 
「

冨
堕

お
 

メ

Qo
』
9
　
引
用
略
号
は

内
O
＜°

。

（
2
）
　
一・

囚

譽
けー

b
蹄

沁

ミ

霞
§
帖

誌
諱

ミ
ぎ
き

駄

ミ

O
鳶

蕊
§
翫

ミ

ミ

島
§

寄
ミ
栽

ミ
斜

閲
Φ
嵩

区

7
臼

Φ

ぎ
震

く

巽
貯
堕
一
ま一゚

引
用
略
号
は

幻゚
。

（
3）
　
閃゚

妻゚
旨

Qq

魯
巴
ぼ
堕

き
き
¢

愚
尋

暫
詳

§
紺
遷
ミ

罫

§
題
ミ

蕁
ミ

§
句

蕁
笥

§

糺

摯

ミ

§
逡
靜

ミ
詠

§

隷
蕁

ミ

§
職

ミ
Q

§
ミ
蹄

N

駐
職

ミ
噛

嵩

§−

　

　
ミ
塁
§
織

§

O
轟
§
軌

ミ
ミ

爵

芝凶
豁
 

屋
魯
曁
こ凶
o
び
 

国
¢
o

葺
霧
 

諒
警
臥
ゴ

一

零
ρ

むo

己
 

ド

　
引
用
略
号
は

閂
。

『

自
由
論
」

。

（
4）

閃゚

奢
」°
°D9

Φ

霞

鐔
奪
§
恥

魯

ミ
§
丶

§
暮
匙

ミ

亮
扇
鞣
奠
しd
碧

費
銭
N

譱
冨
「

じコ

穹
拝

ヨ
ω
ω

Φ

屋
。

壼

窰
9
Φ

じu9

葺
Φ

ω

Φ

房
。

匿
臨

二
Φ

。。

P

　

N
妻
Φ

ぽ
「

叩
ω゜
卜。

一

9
　
引
用
略
号
は

O．
。

引
用
頁
の

み

は

第
一

三

巻
を

示
し
、

第
一

四

巻
は

頁
の

前
に
一

や
を
挿
入。

（
5）

』鹽

O
国
∩

巨
Pb

暗

諠
醤

ミ

駐
蔑

鑓

ミ
ミ
劬

ミ
耐
§
卜

暮

§°

亳

聾
2
α
 

O
≡
旨
 

同−
一

零
一閹
60°

凸
P

　
引
用
略
号
は

〉°
。

（
6）

旨

毛
霧
買

目

ぜ
§

魯
丶

ミ
斜
凡

§
蕊

ト

ミ
譜

ミ
ミ
悉
♪

≧
。

ぼ
く

巴
鐔
H8

卜。

珍゚
¶°

383 〔67ユ〉


