
「
神
に
気
づ
く
こ
と
」
と
「
神
を
知
る
こ
と
」

│
│
フ
ッ
サ
ー
ル
の
フ
ィ
ヒ
テ
講
義
を
手
引
き
に
し
て
│
│

島

田

喜

行

は

じ

め

に

本
論
考
は
一
九
一
七
年
に
行
わ
れ
た
フ
ッ
サ
ー
ル
の
「
フ
ィ
ヒ
テ
の
人
間
性
の
理
想Fichtes

M
enschheitsideal

」
講
義
（
以
下
「
フ
ィ

ヒ
テ
講
義
」
と
略
記
す
る
）�
で
展
開
さ
れ
る
フ
ィ
ヒ
テ
と
そ
の
教
説
を
取
り
上
げ
、
そ
こ
か
ら
フ
ィ
ヒ
テ
の
〈
哲
学
に
よ
る
宗
教
の
基
礎

づ
け
関
係
〉
と
い
う
哲
学
的
知
見
を
継
承
す
る
フ
ッ
サ
ー
ル
現
象
学
と
宗
教
と
の
関
係
に
つ
い
て
考
察
す
る
。

本
論
考
で
取
り
上
げ
る
「
フ
ィ
ヒ
テ
講
義
」
は
、
読
者
に
対
し
て
、
フ
ッ
サ
ー
ル
ら
し
く
な
い
記
述
で
あ
る
、
と
い
う
印
象
や
違
和
感
を

与
え
る
も
の
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
�
。
読
者
に
そ
う
し
た
印
象
や
違
和
感
を
与
え
る
要
因
は
、
こ
の
講
義
が
第
一
次
世
界
大
戦
末
期
と
い
う

き
わ
め
て
特
殊
な
時
代
状
況
下
で
な
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
、
そ
し
て
こ
の
講
義
の
な
か
で
フ
ィ
ヒ
テ
に
対
す
る
批
判
が
ほ
と
ん
ど
見
出
さ
れ

ず
、
ま
る
で
フ
ッ
サ
ー
ル
が
そ
の
す
べ
て
に
賛
同
し
て
い
る
か
の
よ
う
な
記
述
に
終
始
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
こ
と
、
で
あ
る
。

し
か
し
本
当
に
フ
ッ
サ
ー
ル
が
フ
ィ
ヒ
テ
の
教
説
の
す
べ
て
に
賛
同
し
て
い
た
と
解
釈
す
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
あ
る
い
は
、
特
殊
な
時

代
状
況
に
鑑
み
て
、
こ
の
講
義
を
フ
ッ
サ
ー
ル
の
他
の
講
義
や
著
作
と
は
ま
っ
た
く
別
物
の
フ
ッ
サ
ー
ル
の
哲
学
的
見
解
が
ほ
と
ん
ど
反
映

さ
れ
て
い
な
い
講
義
と
み
な
す
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
い
や
む
し
ろ
、
フ
ッ
サ
ー
ル
に
は
こ
の
講
義
で
描
き
出
さ
れ
る
フ
ィ
ヒ
テ
の
姿
を
通
し

― ２１３ ―



て
し
か
聴
講
者
に
訴
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
何
ら
か
の
哲
学
的
見
解
が
あ
り
、
そ
の
た
め
に
意
図
的
に
こ
の
よ
う
な
記
述
ス
タ
イ
ル
を
採
っ

た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
本
論
考
の
目
的
は
こ
う
し
た
問
い
に
一
つ
の
答
を
提
示
す
る
こ
と
で
あ
る
。

１
「
フ
ィ
ヒ
テ
講
義
」
の
概
要

本
節
で
は
、
フ
ッ
サ
ー
ル
に
と
っ
て
の
フ
ィ
ヒ
テ
と
そ
の
教
説
と
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、
本
論
考
に
と
っ
て
必
要
な
限
り
で
「
フ
ィ

ヒ
テ
講
義
」
の
内
容
を
概
観
す
る
。
そ
れ
に
先
立
っ
て
、
先
に
触
れ
た
こ
の
講
義
が
行
わ
れ
た
際
の
特
殊
な
時
代
状
況
に
つ
い
て
簡
単
に
確

認
し
て
お
き
た
い
。

「
フ
ィ
ヒ
テ
講
義
」
は
第
一
次
世
界
大
戦
の
真
只
中
で
あ
っ
た
一
九
一
七
年
一
一
月
八
日
か
ら
一
七
日
に
か
け
て
、
フ
ラ
イ
ブ
ル
ク
大
学

で
三
回
に
わ
た
っ
て
「
戦
争
従
軍
者K
riegsteilnehm

er

の
た
め
の
コ
ー
ス
」
の
た
め
の
講
義
と
し
て
行
わ
れ
た
。
こ
の
「
戦
争
従
軍
者
」

と
は
、「
戦
地
に
赴
く
学
生
あ
る
い
は
戦
地
か
ら
も
ど
っ
て
来
て
再
び
受
講
す
る
学
生
」
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
聴
講
生
を
対
象
と

し
て
、
厳
し
い
戦
況
下
に
置
か
れ
て
い
た
当
時
の
ド
イ
ツ
で
行
わ
れ
た
「
こ
の
種
の
催
し
が
士
気
を
高
め
戦
意
を
高
揚
さ
せ
る
た
め
の
も
の

で
あ
る
こ
と
は
、
容
易
に
察
せ
ら
れ
る
」
だ
ろ
う
�
。
こ
う
し
た
時
代
背
景
を
根
拠
と
し
て
、
フ
ッ
サ
ー
ル
の
哲
学
的
見
解
の
有
無
に
関
し

て
「
フ
ィ
ヒ
テ
講
義
」
と
他
の
講
義
や
著
作
と
の
間
に
差
異
を
見
出
そ
う
と
す
る
解
釈
が
な
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

で
は
フ
ッ
サ
ー
ル
は
こ
の
講
義
の
な
か
で
フ
ィ
ヒ
テ
を
ど
の
よ
う
な
哲
学
者
と
み
て
い
た
か
の
だ
ろ
う
か
。

宗
教
改
革
か
ら
ゲ
ー
テ
の
死
の
頃
ま
で
〔
一
八
三
二
年
〕
の
ド
イ
ツ
の
精
神
生
は
わ
た
し
た
ち
に
対
し
て
あ
る
特
徴
的
な
光
景
を
見

せ
つ
け
る
。
ほ
ん
の
わ
ず
か
な
起
伏
し
か
な
い
荒
涼
と
し
た
乾
燥
地
帯
か
ら
孤
立
し
た
高
峰
が
、
孤
独
で
偉
大
な
精
神
が
立
ち
上
が

る
。
…
哲
学
に
お
い
て
は
、
天
才
カ
ン
ト
と
彼
に
よ
っ
て
呼
び
覚
ま
さ
れ
た
ド
イ
ツ
観
念
論
の
哲
学
、
…
フ
ィ
ヒ
テ
、
シ
ェ
リ
ン
グ
、
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ヘ
ー
ゲ
ル
、
シ
ュ
ラ
イ
エ
ル
マ
ッ
ヒ
ャ
ー
、
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
の
よ
う
な
そ
れ
自
身
登
頂
し
が
た
い
頂
を
も
つ
巨
大
な
山
脈
が
立

ち
上
が
る
（X

X
V
,267

）。

近
代
ド
イ
ツ
の
精
神
生
を
代
表
す
る
ド
イ
ツ
観
念
論
は
「
世
界
中
に
広
ま
っ
て
世
界
文
化
の
改
変U

m
w
andlung

」
を
引
き
起
こ
す
か
と

思
わ
れ
た
ほ
ど
強
力
な
も
の
だ
っ
た
の
だ
が
、
そ
の
「
活
力
」
も
「
新
し
い
精
密
科
学
」
と
「
そ
れ
ら
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
た
技
術
文
化
」

の
台
頭
と
と
も
に
「
一
九
世
紀
半
ば
」
に
は
も
う
失
わ
れ
て
し
ま
っ
た
。
さ
ら
に
第
一
次
世
界
大
戦
に
よ
っ
て
、
今
度
は
ド
イ
ツ
と
い
う
国

家
そ
の
も
の
の
存
亡
の
危
機
と
い
う
「
わ
た
し
た
ち
ド
イ
ツ
国
家
に
対
す
る
巨
大
で
過
酷
な
運
命
」
が
も
た
ら
さ
れ
た
の
で
あ
る
（V

gl.,

X
X
V
,
267

f .

）。
こ
う
し
た
二
〇
世
紀
初
頭
に
ド
イ
ツ
を
襲
っ
た
危
機
的
状
況
を
乗
り
越
え
る
た
め
の
一
つ
の
指
針
を
与
え
る
先
人
が
フ
ィ

ヒ
テ
で
あ
っ
た
。

…
一
世
紀
前
す
で
に
わ
た
し
た
ち
ド
イ
ツ
民
族
は
生
存
闘
争
を
戦
っ
た
。
イ
エ
ナ
で
プ
ロ
イ
セ
ン
と
と
も
に
汚
辱
に
ま
み
れ
た
ド
イ

ツ
は
立
ち
上
が
り
、
そ
し
て
勝
利
し
た
。
そ
れ
〔
ド
イ
ツ
〕
が
勝
利
し
た
の
は
、
ド
イ
ツ
観
念
論
と
当
時
の
そ
の
旗
手
フ
ィ
ヒ
テ
が
そ

の
な
か
で
目
覚
め
さ
せ
た
新
し
い
精
神
の
力
に
よ
っ
て
に
他
な
ら
な
い
。
た
だ
国
家
的
に
芽
吹
い
た
も
ろ
も
ろ
の
理
想
だ
け
が
、
た
だ

最
高
次
の
宗
教
的
か
つ
倫
理
的
な
理
念
へ
の
内
的
転
向Innew

endung

だ
け
が
…
弱
く
小
心
な
人
間
か
ら
英
雄
を
つ
く
る
力
を
目
覚

め
さ
せ
た
の
で
あ
っ
た
（X

X
V
,268

f .

）。

フ
ッ
サ
ー
ル
が
「
フ
ィ
ヒ
テ
講
義
」
の
な
か
で
示
し
た
フ
ィ
ヒ
テ
と
は
、
第
一
次
世
界
大
戦
の
惨
禍
に
見
舞
わ
れ
て
い
る
ド
イ
ツ
を
立
て

直
す
た
め
の
「
解
放
闘
争
の
哲
学
者
Ｊ.

Ｇ.

フ
ィ
ヒ
テ
」
で
あ
っ
た
。
こ
の
フ
ィ
ヒ
テ
像
と
と
も
に
彼
の
教
説
は
「
彼
の
哲
学
の
も
っ
と

も
深
い
源
泉
か
ら
な
さ
れ
た
真
正
な
人
間
性
と
い
う
理
想
の
新
た
な
形
態
化
」
と
し
て
描
き
だ
さ
れ
る
（V

gl.,X
X
V
,269

）。
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こ
こ
で
、
本
節
で
明
ら
か
に
す
べ
き
二
つ
の
問
い
が
明
確
に
な
る
。
第
一
に
、「
解
放
闘
争
の
哲
学
者
」
と
し
て
の
フ
ィ
ヒ
テ
と
は
ど
の

よ
う
な
特
徴
を
持
つ
者
な
の
か
、
第
二
に
、「
真
正
な
人
間
性
と
い
う
理
想
の
新
た
な
形
態
化
」
と
み
な
さ
れ
る
フ
ィ
ヒ
テ
の
教
説
と
は
い

か
な
る
教
説
か
。

ま
ず
第
一
の
問
い
に
つ
い
て
考
え
て
み
よ
う
。
フ
ッ
サ
ー
ル
に
よ
れ
ば
、
こ
の
フ
ィ
ヒ
テ
は
「
徹
頭
徹
尾
、
実
践
的
に
方
向
づ
け
ら
れ
た

本
性
」（X

X
V
,
269

）
を
も
つ
者
で
あ
り
「
倫
理
的
│
宗
教
的
改
革
者
、
人
類
の
教
育
者
」（ebd .

）
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
フ
ッ
サ
ー
ル
は
こ

う
し
た
表
現
に
よ
っ
て
、
フ
ィ
ヒ
テ
が
た
ん
な
る
「
著
名
な
愛
国
的
弁
士
、
倫
理
実
践
者Ethiker

、
神
を
捜
索
す
る
者
」
だ
と
か
「
道
徳

伝
道
者
」
や
「
哲
学
的
司
祭
」
に
す
ぎ
な
い
と
主
張
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
と
い
う
の
も
、
フ
ッ
サ
ー
ル
は
「
彼
の
倫
理
的
│
宗
教
的
直

観
は
す
べ
て
、
彼
の
も
と
で
理
論
的
に
係
留
さ
れ
て
い
るtheoretisch

verankert
sein

」
と
考
え
て
い
た
か
ら
で
あ
る
（V

gl.,
X
X
V
,
269

f .

）。フ
ッ
サ
ー
ル
は
、
こ
の
理
論
的
に
係
留
さ
れ
た
倫
理
的
│
宗
教
的
直
観
、
換
言
す
れ
ば
、
確
固
た
る
理
論
に
よ
っ
て
基
礎
づ
け
ら
れ
た
倫

理
的
│
宗
教
的
教
説
を
も
つ
と
さ
れ
る
フ
ィ
ヒ
テ
を
プ
ラ
ト
ン
に
比
肩
さ
せ
つ
つ
説
明
す
る
。

…
そ
れ
は
例
え
ば
プ
ラ
ト
ン
の
よ
う
な
、
過
去
の
他
の
偉
大
な
哲
学
者
の
場
合
と
ま
っ
た
く
同
様
で
あ
る
。
自
然
的
経
験
と
自
然
的

思
惟
か
ら
遠
く
離
れ
た
と
こ
ろ
に
あ
る
、
最
高
次
の
問
題
に
厳
密
に
学
的
な
認
識
と
い
う
光
を
当
て
て
照
ら
し
出
そ
う
と
意
欲
す
る
哲

学
は
、
究
極
妥
当
的
に
基
礎
づ
け
ら
れ
た
学
問
と
い
う
段
階
を
這
い
上
が
る
た
め
に
、
力
を
振
り
絞
っ
た
思
惟
作
業
の
は
る
か
に
長
い

道
の
り
と
時
代
と
を
必
要
と
す
る
（X

X
V
,270

）。

…
そ
れ
と
と
も
に
、
わ
た
し
〔
フ
ッ
サ
ー
ル
〕
が
あ
な
た
方
〔
聴
講
者
た
ち
〕
に
フ
ィ
ヒ
テ
の
著
作
を
講
読
す
る
と
を
推
薦
し
た
い

と
い
う
態
度
が
特
徴
づ
け
ら
れ
る
。〔
推
薦
は
、〕
あ
な
た
方
が
、
い
つ
か
固
い
殻
か
ら
抜
け
出
し
て
、
プ
ラ
ト
ン
と
ま
っ
た
く
似
た
よ
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う
な
仕
方
で
フ
ィ
ヒ
テ
か
ら
発
せ
ら
れ
る
か
の
も
っ
と
も
高
貴
な
向
上Erhöhung

と
気
力
の
回
復Erquickung

と
を
感
じ
る
こ
と
に

な
る
だ
ろ
う
と
い
う
確
か
な
見
込
み
に
お
い
て
〔
な
さ
れ
て
い
る
〕。
な
ぜ
な
ら
ば
、
彼
も
ま
た
ま
さ
に
、
理
論
的
好
奇
心
を
満
足
さ

せ
る
だ
け
で
な
く
、
人
格
性
の
も
っ
と
も
深
い
深
み
へ
と
入
り
込
み
、
た
だ
ち
に
こ
れ
〔
人
格
性
〕
を
作
り
換
えum

schaffen

、
高
次

の
精
神
的
位
階
と
力
へ
と
高
め
る
よ
う
な
認
識
の
偉
大
な
予
見
者
、
予
感
者
の
一
人
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
（X

X
V
,271

）。

こ
の
よ
う
に
、
プ
ラ
ト
ン
と
の
類
比
に
よ
っ
て
フ
ィ
ヒ
テ
の
実
践
的
性
格
が
強
調
さ
れ
る
場
合
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、

プ
ラ
ト
ン
に
お
い
て
と
同
様
、
フ
ィ
ヒ
テ
に
お
い
て
も
、
人
格
性
の
刷
新
と
い
う
倫
理
的
│
宗
教
的
な
実
践
的
営
為
を
行
う
ま
さ
に
そ
の
た

め
に
、
実
践
か
ら
は
明
確
な
仕
方
で
区
別
さ
れ
る
理
論
が
必
然
的
に
要
請
さ
れ
る
、
と
フ
ッ
サ
ー
ル
が
考
え
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

哲
学
と
い
う
領
土
に
由
来
す
る
純
粋
に
理
論
的
な
問
い
の
独
自
性
は
、
そ
う
し
た
〔
問
い
の
〕
解
答
の
方
向
が
生
を
規
定
しlebens-

bestim
m
end

、
人
格
的
な
生
に
最
高
の
目
標
を
与
え
る
こ
と
に
と
っ
て
決
定
的
な
も
のentscheidend

と
な
る
こ
と
が
あ
り
、
ま
た
そ

う
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
な
ぜ
偉
大
な
実
践
者
フ
ィ
ヒ
テ
が
あ
の
よ
う
な
情
熱
を
も
っ
て
あ
る
種
の
理
論

的
な
態
度
決
定
に
関
心
を
示
し
た
の
か
、
な
ぜ
彼
が
彼
の
「
観
念
論
」
に
よ
る
人
類
の
す
べ
て
の
幸
福
、
す
べ
て
の
人
類
の
向
上
と
人

類
の
救
済
と
を
期
待
し
て
い
た
の
か
、
と
い
う
こ
と
を
こ
の
脈
略
が
説
明
す
る
（ebd .

）。

フ
ッ
サ
ー
ル
に
と
っ
て
の
フ
ィ
ヒ
テ
は
、
プ
ラ
ト
ン
と
同
様
、「
徹
頭
徹
尾
、
観
念
論
的
／
理
想
主
義
的
実
践
者idealistischer

Prak-

tiker

」（X
X
V
,
278

）、
す
な
わ
ち
、「
理
論
的
な
世
界
解
釈
が
実
践
的
な
人
類
の
向
上
と
人
類
の
救
済
の
た
め
の
土
台
、
そ
こ
か
ら
生
じ
る

人
類
の
目
標
を
指
し
示
す
こ
と
に
よ
る
人
間
の
内
的
な
作
り
換
え
の
た
め
の
土
台
と
な
る
」（ebd .

）
と
考
え
て
い
た
実
践
者
な
の
で
あ

る
�
。
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で
は
「
真
正
な
人
間
性
と
い
う
理
想
の
新
た
な
形
態
化
」
と
み
な
さ
れ
る
フ
ィ
ヒ
テ
の
教
説
と
は
い
か
な
る
教
説
な
の
か
。
フ
ッ
サ
ー
ル

に
よ
れ
ば
、
そ
れ
は
「
世
界
を
絶
対
的
自
我
の
目
的
論
的
産
物
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
」（X

X
V
,
276

）
を
目
指
す
教
説
で
あ
る
。
こ
の
教

説
に
お
け
る
「
世
界
を
創
造
す
る
原
理
」
と
は
「
こ
の
世
界
の
目
的
論
的
原
因
」
と
し
て
「
徹
頭
徹
尾
、
絶
対
的
自
我
に
内
在
的
で
あ
る
」

「
神
」
の
こ
と
で
あ
る
。
フ
ィ
ヒ
テ
は
、
こ
の
「
神
」
を
当
初
「
人
倫
的
世
界
秩
序sittliche

W
eltordnung

」
と
同
一
視
し
（V

gl.,
X
X
V
,

277

）「
そ
こ
か
ら
す
べ
て
の
存
在
が
目
的
論
的
に
湧
出
し
て
く
る
『
秩
序
ヅ
ケ
ル
秩
序ordo

ordinans

』」（X
X
V
,
280

f .

）
と
み
な
し
て

い
た
。

し
か
し
フ
ッ
サ
ー
ル
は
、
無
神
論
論
争
を
経
て
『
人
間
の
使
命
』
が
公
刊
さ
れ
た
一
八
〇
〇
年
を
境
に
し
て
フ
ィ
ヒ
テ
の
こ
の
「
神
」
の

位
置
づ
け
が
変
更
さ
れ
た
、
と
考
え
て
い
る
。

…
そ
こ
で
は
も
う
神
と
道
徳
的
世
界
秩
序m

oralische
W
eltordnung

と
の
、
し
た
が
っ
て
宗
教
と
純
粋
な
道
徳
性
と
の
同
一
視
が

消
え
て
い
る
（X

X
V
,281

）。

…
言
及
し
た
よ
う
に
、
一
八
〇
〇
年
の『
人
間
の
使
命
』に
お
い
て
す
で
に
、〔
そ
こ
で
〕ど
れ
だ
け
道
徳
主
義
的
動
機m

oralistisches

M
otiv

が
な
お
も
鳴
り
響
い
て
い
よ
う
と
も
、
彼
は
あ
る
新
た
な
、
独
自
の
宗
教
的
動
機
を
自
ら
に
与
え
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
神
は

も
は
や
秩
序
ヅ
ケ
ル
秩
序
で
は
な
く
、
こ
こ
で
そ
う
呼
ば
れ
て
い
る
よ
う
に
、
こ
れ
ら
の
秩
序
を
は
じ
め
て
生
じ
さ
せ
る
無
限
の
意
志

な
の
で
あ
る
（X

X
V
,282

）。

端
的
に
言
え
ば
、
こ
の
変
更
と
は
道
徳
と
宗
教
と
を
峻
別
し
、
さ
ら
に
「
人
倫
的
生
は
、
高
次
段
階
で
あ
る
宗
教
的
な
生
に
お
い
て
は
じ

め
て
完
結
す
る
下
部
段
階
で
あ
る
」（X

X
V
,282

f .

）
と
す
る
変
更
で
あ
る
。
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こ
こ
で
重
要
な
こ
と
は
、
フ
ッ
サ
ー
ル
が
こ
の
フ
ィ
ヒ
テ
の
変
更
を
「
彼
の
実
践
的
本
性
は
い
ま
や
い
っ
そ
う
実
践
的
な
も
の
へ
と
引
っ

張
ら
れ
て
い
る
」（H

ua
X
X
V
,
282

）、
と
評
価
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
先
に
見
た
よ
う
に
、
フ
ィ
ヒ
テ
の
実
践
的
本
性
と
は
「
理
論
的

な
世
界
解
釈
が
実
践
的
な
人
類
の
向
上
と
人
類
の
救
済
、
人
間
の
内
的
な
作
り
換
え
の
た
め
の
土
台
と
な
る
」
と
す
る
哲
学
的
立
場
に
固
有

の
本
性
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
の
変
更
は
、
理
論
に
よ
る
人
間
の
生
の
実
践
的
刷
新
を
目
指
ざ
す
フ
ィ
ヒ
テ
が
自
覚
的
に
採
用
し

た
変
更
で
あ
り
、
フ
ィ
ヒ
テ
の
実
践
的
本
性
の
深
化
な
の
で
あ
る
。
長
澤
邦
彦
は
こ
の
変
更
の
意
味
を
知
識
学
の
深
化
と
の
関
係
に
お
い
て

次
の
よ
う
に
説
明
す
る
。

こ
う
し
て
こ
の
時
期
の
フ
ィ
ヒ
テ
知
識
学
は
、
無
神
論
論
争
を
経
て
、
…
絶
対
〔
的
自
〕
我
か
ら
絶
対
知
へ
と
深
ま
っ
て
い
く
の
で

あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
知
識
学
の
深
化
発
展
の
背
景
に
は
、
フ
ィ
ヒ
テ
が
無
神
論
論
争
を
通
じ
て
獲
得
し
た
深
い
宗
教
的
洞
察
が
あ

る
。〔
略
〕

『
人
間
の
使
命
』
は
「
偽
」・「
知
」・「
信
」
の
三
部
か
ら
成
っ
て
い
る
。
…
自
由
を
求
め
る
我
々
は
、「
知
」
の
段
階
に
お
い
て
、
一

切
は
我
々
の
表
象
に
す
ぎ
な
い
こ
と
を
知
る
。
…
そ
こ
で
我
々
は
認
識
と
は
異
な
る
器
官
、
す
な
わ
ち
「
信
」
に
お
い
て
実
在
性
を
把

握
す
る
。
こ
の
信
こ
そ
良
心
の
声
へ
の
服
従
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
我
々
の
善
意
志
は
そ
の
最
終
目
的
を
超
地
上
的
世
界
に
お
い
て

実
現
す
る
。
…
し
か
し
、
こ
の
信
仰
の
立
場
は
、
決
し
て
知
を
離
れ
て
成
り
立
つ
も
の
で
は
な
く
、
知
を
知
と
し
て
真
に
妥
当
せ
し
め

ん
と
す
る
意
志
の
決
断
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
う
し
て
フ
ィ
ヒ
テ
は
単
な
る
知
識
を
超
え
、
知
を
真
に
生
か
し
働
か
し
め
る
信
の
立
場
に

立
つ
。
こ
れ
は
決
し
て
フ
ィ
ヒ
テ
が
知
識
学
の
立
場
か
ら
宗
教
の
立
場
へ
と
移
行
し
た
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
は
な
く
、
知
を
超
え
た

と
こ
ろ
に
知
の
根
拠
を
求
め
つ
つ
も
、
あ
く
ま
で
も
知
を
離
れ
ぬ
知
識
学
の
立
場
に
留
ま
っ
て
い
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
の
で
あ

る
。
そ
れ
は
知
の
彼
方
へ
の
超
出
で
は
な
く
、
知
の
根
拠
の
深
ま
り
で
あ
る
�
。
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こ
の
「
知
の
彼
方
へ
の
超
出
で
は
な
く
、
知
の
根
拠
の
深
ま
り
」
と
い
う
意
味
を
も
つ
変
更
は
、
フ
ッ
サ
ー
ル
に
よ
れ
ば
、「
宗
教
的
│

倫
理
的
手
段
を
通
じ
て
最
高
次
の
人
類
の
理
想
へ
と
発
展
進
化
さ
れ
る
べ
き
人
間
存
在
の
向
上
」
の
「
五
段
階
」
を
も
つ
「
新
た
な
神
論
で

あ
り
救
済
論
」と
い
う
形
で
具
体
化
さ
れ
る
。
こ
の「
五
段
階
」は「
神
性
に
対
す
る
人
類
の
遠
ざ
か
りEntfernung

と
近
づ
きA

nnäherung

の
五
段
階
」
で
あ
り
、「
わ
た
し
た
ち
人
間
が
自
由
に
選
択
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
い
う
こ
と
が
「
ア
プ
リ
オ
リ
な
仕
方
で
予
描
さ
れ
て

い
る
」
よ
う
な
「
五
段
階
」
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
段
階
は
「
１.

感
性
の
立
場
」、「
２.

人
倫
性
の
立
場
」、「
３.

高
次
の
道
徳
性

の
立
場
」、「
４.

宗
教
の
、
信
仰
の
立
場
」、「
５.

直
視Schauen

の
、『
学
』
の
立
場
」
と
い
う
名
称
を
も
つ
（V

gl.,X
X
V
,283

f .

）。

本
論
考
で
は
、
フ
ィ
ヒ
テ
神
論
の
最
終
段
階
で
あ
り
「
知
の
根
拠
の
深
ま
り
」
の
段
階
で
あ
る
「
直
視Schauen

の
、『
学
』
の
立
場
」

に
着
目
す
る
。
そ
の
理
由
を
予
め
述
べ
て
お
く
と
、
こ
こ
で
示
さ
れ
る
フ
ィ
ヒ
テ
の
〈
哲
学
に
よ
る
宗
教
の
基
礎
づ
け
関
係
〉
が
、
フ
ッ
サ

ー
ル
現
象
学
に
も
そ
れ
相
応
の
仕
方
で
継
承
さ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

で
は
「
知
を
知
と
し
て
真
に
妥
当
せ
し
め
ん
と
す
る
意
志
の
決
断
」
と
解
さ
れ
る
フ
ィ
ヒ
テ
の
「
直
視Schauen

の
、『
学
』
の
立
場
」

と
は
ど
の
よ
う
な
立
場
な
の
か
。
こ
の
立
場
と
直
接
対
比
さ
れ
る
第
四
の
「
宗
教
の
、
信
仰
の
立
場
」
と
の
差
異
に
言
及
し
つ
つ
明
ら
か
に

し
た
い
。

「
宗
教
の
、
信
仰
の
立
場
」
と
は
、「
わ
た
し
た
ち
が
知
っ
て
い
る
よ
う
に
、
誰
で
あ
れ
人
間
は
み
な
、
神
的
存
在
の
展
開
と
い
う
一
つ
の

光
り
の
発
出ein

Strahl

で
あ
り
、
神
が
そ
の
自
己
啓
示
の
た
め
に
…
創
造
し
た
器
官
の
一
つ
」（X

X
V
,
289

）
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
気

づ
き
、
そ
こ
か
ら
さ
ら
に
「
あ
る
人
が
、
本
来
的
な
仕
方
で
絶
対
的
に
価
値
あ
る
も
の
と
し
て
絶
え
ず
意
欲
し
そ
れ
を
獲
得
し
よ
う
と
努
力

す
る
何
か
は
、
己
れ
自
身
の
個
別
的
な
生
と
努
力
の
な
か
で
の
神
の
存
在
と
生
の
展
開
」（X

X
V
,
290

）
に
他
な
ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
を

自
覚
し
た
段
階
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
に
第
五
の
段
階
が
対
置
さ
れ
る
。

そ
れ
で
も
わ
た
し
た
ち
は
ま
だ
最
高
の
立
場
に
入
っ
て
は
い
な
い
。
そ
れ
は
た
ん
に
宗
教
的
に
神
に
気
づ
い
て
い
るG

ott-Innesein
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で
は
な
く
、
神
を
知
るG

ott-W
issen

の
立
場
で
あ
る
。
完
成
さ
れ
た
哲
学
的
洞
察
に
基
づ
く
宗
教
的
意
識
の
立
場
と
い
う
こ
と
も
で

き
る
だ
ろ
う
。
フ
ィ
ヒ
テ
は
こ
れ
を
「
学
の
立
場
」
と
名
づ
け
て
い
る
。
そ
こ
に
お
い
て
、
心G

em
üt

の
な
か
に
あ
る
状
態
で
あ
り

生
け
る
事
実
で
あ
る
宗
教
が
学
の
主
題
に
な
る
。
神
と
人
間
の
生
の
統
一
と
連
関
、
さ
ら
に
こ
の
連
関
の
究
極
的
な
い
か
にW

ie

が

絶
対
的
に
完
全
な
学
に
お
い
て
洞
察
へ
と
も
た
ら
さ
れ
る
。
宗
教
者
は
己
れ
に
与
え
ら
れ
た
連
関
の
事
実
で
満
足
し
〔
こ
れ
に
対
し

て
〕
学
は
説
明
を
与
え
る
。
│
│
し
か
し
、
そ
れ
を
通
じ
て
単
純
な
信
仰
は
、
哲
学
的
洞
察
に
貫
か
れ
る
こ
と
で
「
直
視
」
へ
と
高
め

ら
れ
る
の
で
あ
る
（X

X
V
,291

）。

フ
ィ
ヒ
テ
神
論
の
最
終
段
階
で
あ
る
「
哲
学
的
洞
察
に
基
づ
く
宗
教
的
意
識
の
立
場
」
と
は
、「
理
論
的
な
世
界
解
釈
が
実
践
的
な
人
類

の
向
上
と
人
類
の
救
済
、
人
間
の
内
的
な
作
り
換
え
の
た
め
の
土
台
と
な
る
」
と
考
え
る
「
観
念
論
的
／
理
想
主
義
的
実
践
者
」
フ
ィ
ヒ
テ

の
〈
哲
学
に
よ
る
宗
教
の
基
礎
づ
け
関
係
〉
の
立
場
で
あ
る
、
と
フ
ッ
サ
ー
ル
は
見
て
い
る
。

こ
こ
で
本
論
考
が
解
答
す
べ
き
問
い
が
先
鋭
化
さ
れ
る
。「
観
念
論
的
／
理
想
主
義
的
実
践
者
」
フ
ィ
ヒ
テ
に
よ
っ
て
示
さ
れ
た
〈
哲
学

に
よ
る
宗
教
の
基
礎
づ
け
関
係
〉
と
い
う
知
見
は
フ
ッ
サ
ー
ル
の
現
象
学
に
と
っ
て
い
か
な
る
意
味
を
も
つ
の
か
、
と
。

２

フ
ィ
ヒ
テ
と
フ
ッ
サ
ー
ル
と
を
結
ぶ
も
の
│
│
『
厳
密
な
学
と
し
て
の
哲
学
』
│
│

前
節
で
の
問
い
に
答
え
る
た
め
に
、
い
っ
た
ん
「
フ
ィ
ヒ
テ
講
義
」
を
離
れ
て
、
前
節
で
示
し
た
〈
プ
ラ
ト
ン
と
比
肩
さ
れ
る
フ
ィ
ヒ

テ
〉
と
い
う
フ
ッ
サ
ー
ル
の
視
座
が
、
こ
の
講
義
に
先
立
つ
一
九
一
一
年
の
『
厳
密
な
学
と
し
て
の
哲
学
』
の
な
か
で
す
で
に
提
示
さ
れ
て

い
た
、
と
い
う
事
実
に
目
を
向
け
て
み
よ
う
。

― ２２１ ― 「神に気づくこと」と「神を知ること」



…
〔
厳
密
な
学
と
い
う
意
味
で
の
哲
学
を
根
底
か
ら
新
た
に
形
成
し
よ
う
と
す
る
十
分
に
自
覚
さ
れ
た
意
志
で
あ
る
〕
こ
の
よ
う
な

厳
密
な
学
に
対
す
る
十
分
に
自
覚
さ
れ
た
意
志
こ
そ
が
、
哲
学
の
ソ
ク
ラ
テ
ス
│
プ
ラ
ト
ン
的
転
回
を
支
配
し
て
い
た
。
そ
し
て
ま
っ

た
く
同
様
に
、
近
代
の
は
じ
ま
り
に
お
い
て
、
ス
コ
ラ
哲
学
に
対
す
る
学
的
リ
ア
ク
シ
ョ
ン
を
、
と
り
わ
け
デ
カ
ル
ト
的
転
回
を
支
配

し
て
い
た
。
そ
の
衝
撃
は
、
一
七
、
一
八
世
紀
の
偉
大
な
哲
学
に
伝
え
ら
れ
、
カ
ン
ト
の
理
性
批
判
の
な
か
で
も
っ
と
も
徹
底
的
な
力

で
刷
新
さ
れ
、
さ
ら
に
フ
ィ
ヒ
テ
の
哲
学
的
思
惟
を
も
支
配
し
た
の
で
あ
る
（X

X
V
,6

）。

ソ
ク
ラ
テ
ス
│
プ
ラ
ト
ン
か
ら
フ
ィ
ヒ
テ
に
至
る
ま
で
、
彼
ら
の
哲
学
的
思
惟
を
支
配
し
て
い
た
と
さ
れ
る
厳
密
な
学
と
は
何
か
。

そ
の
始
ま
り
か
ら
哲
学
は
、
厳
密
な
学
で
あ
る
こ
と
、
そ
れ
も
最
高
の
理
論
的
欲
求
を
満
足
さ
せ
、
か
つ
倫
理
的
│
宗
教
的
な
観
点

で
は
、
純
粋
な
理
性
規
範
に
し
た
が
っ
て
規
制
さ
れ
た
生
を
可
能
に
す
る
学
で
あ
る
こ
と
を
要
求
し
て
き
た
（X

X
V
,3

）。

こ
こ
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
厳
密
な
学
と
は
、
理
論
的
観
点
に
お
い
て
人
間
の
生
が
も
つ
最
高
の
欲
求
を
満
足
さ
せ
る
だ
け
で
な
く
、

そ
れ
に
基
づ
く
理
性
規
範
に
従
っ
て
、
倫
理
的
│
宗
教
的
観
点
に
お
い
て
人
間
の
生
を
よ
り
善
く
よ
り
正
し
く
規
制
す
る
こ
と
を
目
指
す
学

の
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
フ
ッ
サ
ー
ル
に
と
っ
て
、
上
述
の
「
観
念
論
的
／
理
想
主
義
的
実
践
者
」
フ
ィ
ヒ
テ
と
は
厳
密
な
学
を
目
指

す
哲
学
者
フ
ィ
ヒ
テ
の
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。
そ
し
て
も
ち
ろ
ん
、
フ
ッ
サ
ー
ル
は
己
れ
を
厳
密
な
学
の
実
現
を
目
指
す
と
い
う
意
志
を
も

つ
哲
学
者
の
系
譜
に
位
置
づ
け
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
フ
ッ
サ
ー
ル
の
現
象
学
は
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
│
プ
ラ
ト
ン
や
フ
ィ
ヒ
テ
と
同
様
、
た

ん
に
理
論
的
な
事
柄
だ
け
を
探
求
す
る
学
で
は
な
く
、
そ
こ
で
獲
得
さ
れ
た
理
論
に
基
づ
く
理
性
的
規
範
に
よ
っ
て
、
倫
理
的
│
宗
教
的
な

領
域
に
お
い
て
人
間
の
生
の
実
践
的
刷
新
し
よ
う
と
試
み
る
学
な
の
で
あ
る
。

こ
こ
に
お
い
て
、
前
節
の
最
後
で
提
示
し
た
問
い
に
対
す
る
答
が
明
ら
か
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
フ
ィ
ヒ
テ
と
フ
ッ
サ
ー
ル
と
は
同
じ
一

「神に気づくこと」と「神を知ること」 ― ２２２ ―



つ
の
「
厳
密
な
学
」
の
系
譜
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
と
い
う
仕
方
で
、
フ
ッ
サ
ー
ル
は
フ
ィ
ヒ
テ
の
〈
哲
学
に
よ
る
宗
教
の
基
礎
づ
け
関
係
〉

と
い
う
知
見
を
継
承
し
て
い
る
の
だ
、
と
。
こ
の
「
厳
密
な
学
」
こ
そ
が
フ
ィ
ヒ
テ
と
フ
ッ
サ
ー
ル
と
を
結
ぶ
も
の
な
の
で
あ
る
。

こ
の
人
間
の
生
の
実
践
的
刷
新
、
人
間
の
生
と
文
化
の
刷
新
を
目
指
す
現
象
学
像
が
「
フ
ィ
ヒ
テ
講
義
」
を
経
た
一
九
二
〇
年
代
に
入
っ

て
フ
ッ
サ
ー
ル
に
よ
っ
て
前
面
に
押
し
出
さ
れ
て
く
る
と
い
う
事
実
も
、
こ
の
「
厳
密
な
学
」
が
フ
ィ
ヒ
テ
と
フ
ッ
サ
ー
ル
と
を
結
ぶ
も
の

で
あ
る
と
い
う
主
張
を
支
持
す
る
一
つ
の
証
左
で
あ
る
。

厳
密
な
学
だ
け
が
、
こ
こ
で
確
実
な
方
法
と
確
固
た
る
成
果
と
を
成
し
遂
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
た
が
っ
て
、
た
だ
そ
れ
だ
け

が
、
合
理
的
な
文
化
の
改
革
が
そ
れ
に
依
存
す
る
理
論
的
な
準
備
作
業
を
供
給
す
る
こ
と
が
で
き
る
（X

X
V
II,5

f .

）。

…
人
間
の
刷
新
│
│
個
々
の
人
間
と
共
同
体
化
さ
れ
た
人
類
の
刷
新
│
│
が
あ
ら
ゆ
る
倫
理
学
の
最
上
の
テ
ー
マ
で
あ
る
。
倫
理
的

な
生
と
は
そ
の
本
質
か
ら
し
て
、
刷
新
と
い
う
理
念
の
も
と
に
意
識
的
に
立
つ
生
、
そ
れ
〔
刷
新
と
い
う
理
念
〕
に
意
志
的
に
指
導
さ

れ
、
形
態
化
さ
れ
た
生
の
こ
と
で
あ
る
（X

X
V
II,20

f.

）�
。

３

フ
ィ
ヒ
テ
神
論
と
フ
ッ
サ
ー
ル
現
象
学
と
を
結
ぶ
も
の

│
│
「
人
間
性
の
発
展
に
お
け
る
文
化
の
形
式
的
類
型
」
論
文
│
│

で
は
「
厳
密
な
学
」
と
い
う
理
念
を
介
し
て
フ
ィ
ヒ
テ
か
ら
フ
ッ
サ
ー
ル
へ
と
継
承
さ
れ
た
〈
哲
学
に
よ
る
宗
教
の
基
礎
づ
け
関
係
〉
と

は
い
か
な
る
も
の
か
。
こ
れ
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、
１
節
で
示
し
た
フ
ィ
ヒ
テ
の
「
単
純
な
信
仰
」
を
「『
直
視
』
へ
と
高
め
る
」「
哲

学
的
洞
察
」
を
フ
ッ
サ
ー
ル
が
ど
の
よ
う
な
洞
察
と
解
釈
し
た
の
か
、
と
い
う
問
い
に
つ
い
て
考
察
す
る
。

― ２２３ ― 「神に気づくこと」と「神を知ること」



「
現
象
学
が
も
つ
固
有
独
自
な
意
味
と
そ
の
文
化
機
能
」（X

X
V
II,
96

）
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
目
指
し
て
執
筆
さ
れ
た
一
般
に
『
改

造
』
論
文
と
総
称
さ
れ
て
い
る
論
文
の
一
つ
に
お
い
て
、
フ
ッ
サ
ー
ル
は
人
類
の
文
化
の
二
大
形
式
と
し
て
の
「
宗
教
と
学
問
（
哲
学
）」

に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
（V

gl.,
X
X
V
II,
59−94

）。
こ
の
論
文
に
お
け
る
宗
教
と
学
問
と
の
関
係
を
手
引
き
に
し
て
こ
の
問
い
に
答
え
て
み

た
い
。

フ
ッ
サ
ー
ル
は
「
宗
教
」
を
次
の
よ
う
に
規
定
す
る
。
ま
ず
「
動
物
が
た
ん
に
本
能
の
も
と
に
生
き
て
い
る
」
の
に
対
し
て
「
人
間
は
も

ろ
も
ろ
の
規
範
の
も
と
に
も
生
き
て
い
る
」。
人
間
は
「
規
範
的
意
識
」
を
も
っ
て
生
き
て
い
る
。
こ
の
規
範
は
二
種
類
に
大
別
さ
れ
る
。

す
な
わ
ち
、
特
定
の
時
代
、
特
定
の
場
所
に
お
い
て
だ
け
効
力
を
も
つ
よ
う
な
「
事
実
的
に
妥
当
す
る
」
も
の
と
し
て
意
識
さ
れ
る
よ
う
な

規
範
と
そ
う
し
た
特
定
の
時
間
と
場
所
と
を
超
え
て
「
絶
対
的
に
妥
当
す
る
」
も
の
と
し
て
意
識
さ
れ
る
よ
う
な
規
範
と
に
大
別
さ
れ
る
。

フ
ッ
サ
ー
ル
は
、
後
者
の
規
範
の
例
と
し
て
「
絶
対
的
に
無
条
件
的
な
も
の
と
い
う
形
式
に
お
け
る
『
わ
た
し
は
な
す
べ
しich

soll

』、

『
わ
た
し
は
許
さ
れ
な
いich

darf
nicht
』」
と
い
う
「
神
の
戒
律
」
を
挙
げ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
後
者
の
規
範
の
根
拠
と
な
る
も
の
が

「
神
話
に
基
づ
く
文
化m

ytische
K
ultur

の
高
次
段
階
を
意
味
す
る
宗
教
」
で
あ
る
（X

X
V
II,59

f .

）。

こ
う
し
た
意
味
で
の
宗
教
に
由
来
す
る
規
範
は
、
多
く
の
場
合
「
信
仰
」
と
い
う
形
式
で
、
個
人
が
属
す
る
あ
る
特
定
の
共
同
体
を
規
制

す
る
規
範
と
し
て
機
能
す
る
。
そ
の
結
果
、
人
間
は
己
れ
が
生
ま
れ
る
際
に
帰
属
す
る
共
同
体
を
選
択
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
か
ら
、
生
ま

れ
た
時
か
ら
特
定
の
共
同
体
の
な
か
で
す
で
に
「
世
襲
化
さ
れ
て
い
る
信
仰
」
に
縛
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
規
範
と
し
て
機
能
す
る
世

襲
化
さ
れ
た
信
仰
に
よ
っ
て
特
定
の
共
同
体
に
属
す
る
個
人
が
被
る
生
き
辛
さ
を
フ
ッ
サ
ー
ル
は
宗
教
が
も
つ
「
不
自
由
さ
と
い
う
性
格
」

と
呼
ぶ
（V
gl.,X

X
V
II,63

）。

し
か
し
同
時
に
、
こ
う
し
た
信
仰
と
規
範
と
を
「
批
判
す
る
能
力
」
と
そ
の
能
力
の
根
拠
と
し
て
の
「
自
由
」
と
が
「
人
間
の
本
質
」
と

し
て
わ
た
し
た
ち
に
は
予
め
与
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
「
自
由
」
と
「
批
判
す
る
能
力
」
に
基
づ
く
宗
教
的
「
伝
統
に
対
す
る
自
由
な
態
度

決
定
」（X

X
V
II,64

）
を
フ
ッ
サ
ー
ル
は
「
宗
教
的
な
自
由
活
動religiöse

Freiheitsbew
egung

」（ebd .

）
と
呼
ぶ
。
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こ
の
「
宗
教
的
な
自
由
活
動
」
が
引
き
起
こ
す
一
人
ひ
と
り
の
「
個
人
と
そ
の
人
格
性
の
転
向
」（X

X
V
II,
66

）
が
「
宗
教
の
改
変
」
の

原
動
力
と
な
る
。
す
な
わ
ち
、「
批
判
す
る
能
力
」
を
手
段
と
し
て
、
信
仰
と
規
範
の
う
ち
に
潜
在
し
て
い
る
「
根
源
的
な
仕
方
で
直
観
さ

れ
た
価
値
や
規
範
と
い
う
力
」（X

X
V
II,
65

）
を
も
う
一
度
取
り
戻
す
こ
と
に
よ
っ
て
世
襲
化
さ
れ
形
骸
化
さ
れ
た
伝
統
的
宗
教
が
突
破
さ

れ
る
の
で
あ
る
。「
権
威
の
源
泉
へ
の
問
い
」（X

X
V
II,
53

）
を
通
じ
て
規
範
、
信
仰
そ
し
て
宗
教
の
起
源
へ
と
立
ち
戻
る
こ
と
、
こ
れ
が

「
宗
教
的
な
自
由
活
動
」
の
本
質
的
機
能
に
他
な
ら
な
い
。
こ
う
し
た
起
源
へ
の
遡
行
に
よ
っ
て
、
形
骸
化
さ
れ
た
価
値
や
規
範
と
し
て
の

宗
教
に
対
置
さ
れ
る
、「
根
源
的
な
仕
方
で
直
観
さ
れ
た
価
値
や
規
範
」
が
取
り
戻
さ
れ
た
宗
教
を
フ
ッ
サ
ー
ル
は
「
世
界
宗
教
」
と
呼
ぶ

（V
gl.,X

X
V
II,66

f .

）。

こ
の
よ
う
な
仕
方
で
「
盲
目
的
伝
統
に
由
来
す
る
宗
教
」（X

X
V
II,
67

）
が
突
破
さ
れ
た
一
つ
の
歴
史
的
事
例
が
「
宗
教
改
革
」
で
あ
り

「
ル
ネ
サ
ン
ス
」
で
あ
っ
た
。
フ
ッ
サ
ー
ル
は
、
こ
の
中
世
か
ら
近
代
へ
の
突
破
に
お
い
て
、
宗
教
改
革
と
と
も
に
「
学
問
」
の
改
革
も
な

さ
れ
た
と
み
る
。
す
な
わ
ち
、
キ
リ
ス
ト
教
的
世
界
観
（
宗
教
観
）
の
枠
組
み
を
決
し
て
踏
み
越
え
る
こ
と
の
な
い
「
キ
リ
ス
ト
教
神
学
」

（X
X
V
II,69

）
か
ら
、
そ
の
「
キ
リ
ス
ト
教
神
学
」
に
内
在
し
て
い
た
古
代
の
「
理
論
的
自
由
と
い
う
精
神
に
由
来
す
る
哲
学
」（ebd .

）
へ

の
回
帰
が
な
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
フ
ッ
サ
ー
ル
は
こ
れ
を
「
突
破
と
し
て
の
近
代
」
を
特
徴
づ
け
る
ル
ネ
サ
ン
ス
の
二
側
面
と
呼
ぶ
。

…
哲
学
的
理
性
（
哲
学
的
学
問
）
に
由
来
す
る
理
性
的
な
人
間
生
と
い
う
古
代
の
文
化
生
の
ル
ネ
サ
ン
ス
と
し
て
、
そ
し
て
根
源
的

な
信
仰
の
源
泉
に
由
来
す
る
、
根
源
的
な
宗
教
的
経
験
に
由
来
す
る
宗
教
と
い
う
古
代
キ
リ
ス
ト
教
的altchristlich

（
あ
る
い
は
古

代
キ
リ
ス
ト
教
的
と
み
な
さ
れ
た
）
宗
教
的
理
想
の
ル
ネ
サ
ン
ス
と
し
て
（X

X
V
II,91

）。

ル
ネ
サ
ン
ス
に
よ
っ
て
取
り
戻
さ
れ
た
「
理
論
的
自
由
と
い
う
精
神
に
由
来
す
る
哲
学
」
は
、
中
世
の
「
キ
リ
ス
ト
教
神
学
」
の
よ
う

に
、
伝
統
的
な
「
神
話
的
動
機
と
宗
教
的
動
機
」（X

X
V
II,
76

）
に
よ
っ
て
長
き
に
わ
た
っ
て
そ
の
枠
組
み
が
予
め
制
限
さ
れ
て
き
た
学
で
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は
な
い
。
そ
れ
は
、
純
粋
に
理
論
的
に
「
事
象
的
な
も
の
『
そ
の
も
の
』
へ
の
適
合A
nm
essung

an
die

Sachlichkeiten
” selbst“

、
第
一

の
意
味
で
の
真
な
る
も
の
へ
の
適
合
」（X

X
V
II,
77

）
に
よ
っ
て
動
機
づ
け
ら
れ
る
学
で
あ
る
。
こ
う
し
て
宗
教
改
革
以
降
の
宗
教
に
は
、

中
世
の
「
キ
リ
ス
ト
教
神
学
」
と
は
異
な
る
こ
う
し
た
学
に
よ
る
新
た
な
基
礎
づ
け
の
可
能
性
が
開
か
れ
た
の
で
あ
る
。

こ
こ
か
ら
本
節
の
冒
頭
で
提
起
し
た
問
い
へ
の
答
が
明
ら
か
に
な
る
。
フ
ッ
サ
ー
ル
は
、
フ
ィ
ヒ
テ
の
哲
学
的
洞
察
を
こ
の
脈
略
に
お
け

る
理
論
的
で
事
象
そ
の
も
の
へ
の
適
合
に
よ
っ
て
動
機
づ
け
ら
れ
た
哲
学
的
洞
察
と
解
釈
し
た
。
す
な
わ
ち
、
世
襲
化
さ
れ
形
骸
化
さ
れ
た

宗
教
信
仰
を
、
そ
れ
が
も
つ
根
源
的
な
意
味
を
理
解
し
な
い
ま
ま
無
批
判
に
受
け
継
ぐ
と
い
う
意
味
で
の
「
他
律
」
と
対
置
さ
れ
る
「
自
律

的
な
確
実
性
動
機autom

one
G
ew
ißheitm

otive

」（X
X
V
II,77

f .

）
に
基
づ
く
学
と
し
て
の
哲
学
的
洞
察
で
あ
る
と
解
釈
し
た
、
と
。

で
は
こ
の
意
味
で
の
学
と
し
て
の
哲
学
的
洞
察
は
現
象
学
の
な
か
で
ど
の
よ
う
に
規
定
さ
れ
る
の
か
。
フ
ッ
サ
ー
ル
は
こ
の
論
文
へ
の
付

論
（X

X
V
II,100−103

）
の
な
か
で
こ
う
述
べ
て
い
る
。

わ
た
し
に
は
直
観
が
、
根
源
的
な
仕
方
で
の
「
宗
教
的
経
験
」
が
必
要
で
あ
る
。
…
わ
た
し
た
ち
は
、
そ
の
た
め
に
普
遍
的
な
現
象

学
的
世
界
考
察
と
世
界
直
観
と
を
用
い
る
、
あ
ら
ゆ
る
目
隠
しalle

Scheuklappen

か
ら
の
解
放
を
用
い
る
（X

X
V
II,102

）。

こ
う
し
た
「
根
源
的
な
仕
方
で
の
『
宗
教
的
経
験
』」
の
た
め
に
要
請
さ
れ
る
現
象
学
的
考
察
に
よ
っ
て
基
礎
づ
け
ら
れ
た
宗
教
を
フ
ッ

サ
ー
ル
は
「
宗
教
形
而
上
学
」
と
呼
ぶ
。

…
宗
教
形
而
上
学
と
し
て
の
宗
教
、
普
遍
的
に
理
解
す
る
学
の
究
極
の
帰
結
と
し
て
、
あ
ら
ゆ
る
直
観
に
よ
る
神
話
的
象
徴
体
系in-

tutiv
m
ysthische

Sym
bolik

と
そ
の
空
想
形
態
化
と
改
変
形
成U

m
bildung

と
を
規
制
す
る
規
範
と
し
て
の
宗
教
（X

X
V
II,

103

）�
。
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こ
こ
で
も
う
一
度
フ
ィ
ヒ
テ
神
論
に
お
け
る
「
神
に
気
づ
く
こ
と
」
と
「
神
を
知
る
こ
と
」
と
の
区
別
と
そ
れ
を
可
能
に
す
る
〈
哲
学
に

よ
る
宗
教
の
基
礎
づ
け
関
係
〉
と
い
う
知
見
に
立
ち
戻
ろ
う
。

フ
ッ
サ
ー
ル
は
、
フ
ィ
ヒ
テ
の
「
神
に
気
づ
く
こ
と
」
で
あ
る
「
己
れ
自
身
の
個
別
的
な
生
と
努
力
の
な
か
で
の
神
の
存
在
と
生
の
展

開
」
と
い
う
気
づ
き
を
「
宗
教
的
な
自
由
活
動
」
が
引
き
起
こ
す
「
個
人
と
そ
の
人
格
性
の
転
向
」、「
個
人
的
な
生
の
心
術
が
も
つ
徹
底
的

な
仕
方
で
新
た
に
形
成
す
る
こ
と
」（X

X
V
II,
66

）
へ
の
気
づ
き
と
解
釈
す
る
。
そ
し
て
、
こ
の
「
転
向
」
と
「
形
成
」
を
唯
一
可
能
に
す

る
も
の
が
哲
学
的
洞
察
と
し
て
の
「
宗
教
形
而
上
学
」
な
の
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
フ
ッ
サ
ー
ル
は
「
神
を
知
る
こ
と
」
を
、
現
象
学
に
基
づ

く
理
性
規
範
と
し
て
の
「
宗
教
形
而
上
学
」
に
よ
っ
て
基
礎
づ
け
ら
れ
た
宗
教
の
段
階
、
換
言
す
れ
ば
、「
宗
教
形
而
上
学
」
を
手
段
と
し

て
、
己
れ
の
生
の
な
か
で
、
す
べ
て
の
宗
教
的
経
験
を
そ
の
起
源
か
ら
問
い
直
そ
う
と
す
る
自
律
的
な
意
志
決
断
に
基
づ
く
宗
教
の
段
階
と

解
釈
す
る
。
現
象
学
に
よ
っ
て
新
た
に
彫
琢
さ
れ
た
「
宗
教
形
而
上
学
」、
こ
れ
こ
そ
が
〈
哲
学
に
よ
る
宗
教
の
基
礎
づ
け
関
係
〉
と
い
う

知
見
を
め
ぐ
っ
て
、
フ
ィ
ヒ
テ
神
論
と
フ
ッ
サ
ー
ル
現
象
学
と
を
結
ぶ
も
の
な
の
で
あ
る
。

お

わ

り

に

フ
ィ
ヒ
テ
と
フ
ッ
サ
ー
ル
は
「
厳
密
な
学
」
と
い
う
理
念
を
共
有
し
、
そ
の
な
か
で
フ
ッ
サ
ー
ル
は
純
粋
に
理
論
的
で
事
象
的
な
も
の
へ

の
適
合
に
動
機
づ
け
ら
れ
た
〈
哲
学
に
よ
る
宗
教
の
基
礎
づ
け
関
係
〉
を
フ
ィ
ヒ
テ
か
ら
継
承
し
つ
つ
、
そ
こ
か
ら
現
象
学
に
基
づ
く
理
性

規
範
と
し
て
の
「
宗
教
形
而
上
学
」
を
構
想
し
た
の
で
あ
っ
た
。
以
上
の
こ
と
か
ら
「
フ
ィ
ヒ
テ
講
義
」
は
フ
ッ
サ
ー
ル
の
哲
学
的
見
解
が

ほ
と
ん
ど
反
映
さ
れ
て
い
な
い
講
義
な
ど
で
は
な
く
、
現
象
学
と
宗
教
の
基
礎
づ
け
関
係
を
め
ぐ
る
フ
ッ
サ
ー
ル
の
見
解
を
フ
ィ
ヒ
テ
に
依

拠
し
て
提
示
す
る
た
め
の
講
義
で
あ
っ
た
、
と
い
う
こ
と
を
本
論
考
は
明
ら
か
に
し
た
。

― ２２７ ― 「神に気づくこと」と「神を知ること」



し
か
し
フ
ィ
ヒ
テ
の
「
神
を
知
る
、
学
の
立
場
」
と
フ
ッ
サ
ー
ル
の
「
宗
教
形
而
上
学
」
の
立
場
は
そ
の
内
実
に
関
し
て
ど
の
よ
う
な
異

同
を
も
つ
の
か
、
と
い
う
新
た
な
問
い
に
答
え
る
た
め
に
は
、
フ
ィ
ヒ
テ
神
論
（
知
識
学
）
と
後
期
フ
ッ
サ
ー
ル
現
象
学
へ
の
さ
ら
に
立
ち

入
っ
た
検
討
が
不
可
欠
で
あ
る
。
だ
が
そ
れ
は
本
論
考
の
範
囲
を
超
え
る
た
め
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

註
フ
ッ
サ
ー
ル
の
テ
ク
ス
ト
か
ら
の
引
用
は
フ
ッ
サ
ー
ル
全
集
（H
usserliana

）
を
用
い
、
本
文
中
に
全
集
の
巻
数
を
ロ
ー
マ
数
字
で
、
ペ
ー
ジ
数
を
ア

ラ
ビ
ア
数
字
で
挿
入
し
た
。

�

H
usserliana

B
d.X

X
V
,Aufsätze

und
Vorträge

（1911−
1921

）.H
rsg.von

N
ennon,Th.;

Sepp,H
.R
.,1987,S.267−293.

「
フ
ィ
ヒ
テ
講
義
」

を
主
要
な
テ
ク
ス
ト
と
す
る
先
行
研
究
に
は
、
里
美
軍
之
「
理
想
主
義
者
フ
ッ
サ
ー
ル
│
│
フ
ッ
サ
ー
ル
の
フ
ィ
ヒ
テ
講
義
に
よ
せ
て
│
│
」『
現
象

学
年
報
』
第
七
号
、
一
九
九
一
年
、
一
七
〜
三
二
頁
、
大
橋
良
介
「
フ
ッ
サ
ー
ル
の
フ
ィ
ヒ
テ
解
釈
」『
フ
ィ
ヒ
テ
研
究
』
第
五
号
、
一
九
九
七
年
、

九
〜
二
七
頁
、
同
「
フ
ッ
サ
ー
ル
現
象
学
に
お
け
る
『
絶
対
的
な
も
の
（
絶
対
者
）』
│
│
一
九
一
七
／
一
九
一
八
年
の
フ
ッ
サ
ー
ル
の
フ
ィ
ヒ
テ
講

義
を
出
発
点
と
し
て
│
│
」『
理
想
』N

o.687
、
二
〇
一
一
年
、
一
五
九
〜
一
七
八
頁
、
さ
ら
にH

art,
J.
G
.,
“H
usserl

and
Fichte

:
W
ith
special

regard
to
H
usserl’s

lectures
on
“Fichte’s

idealof
hum

anity”,in
:
H
usserlStudies

12,1995,S.135−164

な
ど
が
あ
る
。
ま
た
よ
り
広
く
フ
ィ

ヒ
テ
知
識
学
と
フ
ッ
サ
ー
ル
現
象
学
と
を
比
較
し
た
研
究
と
し
て
は
、
新
田
義
弘
「
生
命
と
知
識
│
│
〈D

urch

〉
の
媒
介
機
能
へ
の
現
象
学
的
考
察

│
│
」『
フ
ィ
ヒ
テ
研
究
』
第
五
号
、
一
九
九
七
年
、
二
八
〜
四
〇
頁
、
渡
邊
二
郎
「
一
八
〇
四
年
の
『
知
識
学
』
と
現
象
学
」『
フ
ィ
ヒ
テ
研
究
』

第
五
号
、
一
九
九
七
年
、
四
一
〜
五
九
頁
、Tietjen,H

.,Fichte
und

H
usserl.Letztbegründung,Subjektivitätund

praktische
Vernunftim

tran-

szendentalen
Idealism

us,
1980,Seebohm

,Th.M
.,“Fichte’s

and
H
usserl’s

critique
of
K
ant’s

transcendentaldeduction”,in
:
H
usserlStud-

ies
2,
1985,

S.53−74,
W
ildenburg,

D
.,
” ,D
enkkünsteleien‘

versus
,M
enschenbeobachtung‘?

Fichte
und

H
usserl“,

in
:
C
arr,

D
./Lotz,

C
.

（H
g.

）:
Subjektivität－

Verantw
ortung－

W
ahrheit.N

eue
Aspekt

der
Phänom

enologie
Edm

und
H
usserls.N

ew
Studies

in
Phenom

enology/

N
eue

Studien
zur

Phänom
enologie.

B
d.1,2002,S.281−301

な
ど
が
あ
る
。

�

例
え
ば
里
美
軍
之
は
「
講
義
内
容
が
フ
ィ
ヒ
テ
哲
学
の
祖
述
で
し
か
な
い
こ
と
が
第
一
に
腑
に
落
ち
な
い
点
」
で
あ
り
、「
第
二
に
こ
の
講
義
が
…
と

り
わ
け
無
神
論
論
争
前
後
に
比
重
の
偏
っ
た
祖
述
で
あ
る
こ
と
も
不
思
議
な
点
の
一
つ
」
で
あ
り
、
さ
ら
に
「
第
三
の
奇
妙
な
こ
と
は
…
フ
ィ
ヒ
テ

「神に気づくこと」と「神を知ること」 ― ２２８ ―



晩
年
の
思
弁
的
宗
教
論
を
フ
ッ
サ
ー
ル
が
本
当
に
気
に
入
っ
て
い
た
と
は
と
て
も
信
じ
ら
れ
な
い
」
と
述
べ
て
い
る
（
里
美
、
前
掲
書
、
二
三
〜
二

四
頁
参
照
）。

�

大
橋
、
前
掲
書
、
一
九
九
七
年
、
一
〇
頁
参
照
。

�

フ
ッ
サ
ー
ル
は
プ
ラ
ト
ン
の
師
ソ
ク
ラ
テ
ス
に
つ
い
て
こ
う
述
べ
て
い
る
。「
な
る
ほ
ど
彼
〔
ソ
ク
ラ
テ
ス
〕
は
理
論
的
哲
学
者
で
は
な
く
実
践
者
で

あ
っ
た
。
し
か
し
そ
れ
は
、
彼
に
と
っ
て
は
理
論
的
認
識
で
は
な
く
生
を
理
性
的
に
指
導
す
る
も
の
が
第
一
の
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
限
り
に
お
い

て
そ
う
な
の
で
あ
る
」。「
し
か
し
、
彼
は
理
性
的
な
人
間
生
、
し
た
が
っ
て
真
に
満
足
を
与
え
る
人
間
生
は
た
だ
哲
学
的
な
生
と
し
て
の
み
可
能
で

あ
る
と
み
な
し
て
い
る
」。
こ
の
意
味
で
「
哲
学
と
は
理
性
的
実
践
の
一
機
能
の
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
〔
哲
学
〕
は
、
そ
れ
に
と
っ
て
の
真
の
目
標
を

認
識
さ
せ
る
機
関O

rgan

で
あ
る
。
行
為
す
る
こ
と
は
真
正
な
知
に
従
う
」、
と
（V

gl.,H
usserliana

B
d.X

X
V
II,Aufsätze

und
Vorträge

（1922
−
1937

）.H
rsg.von

N
ennon,Th.;

Sepp,H
.R
.,1989,86

f.

）。

�

長
澤
邦
彦
「
超
越
論
哲
学
と
し
て
の
『
知
識
学
』」『
講
座
ド
イ
ツ
観
念
論
３

自
我
概
念
の
新
展
開
』
廣
松
渉
・
他
編
、
平
成
二
年
、
九
五
〜
九
六

頁
参
照
。

�

し
か
し
こ
の
厳
密
な
学
と
し
て
の
哲
学
は
現
象
学
に
よ
っ
て
完
全
な
形
で
実
現
さ
れ
う
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
く
、
そ
の
在
り
方
を
規
定
す
る
一
つ

の
理
念
で
あ
る
（V

gl.,
X
X
V
,
52
f.
）。「
…
厳
密
な
学
は
客
観
的
な
存
在
で
は
な
く
、
理
念
的
な
客
観
性
の
生
成
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
本
質
的
に
た

だ
生
成
の
う
ち
に
存
在
す
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
真
正
な
人
間
性echte

H
um
anität

と
そ
の
自
己
形
態
化
の
方
法
も
た
だ
生
成
の
う
ち
に
存
在
す
る
」

（X
X
V
II,55

）。

�

ハ
ー
ト
は
、
フ
ッ
サ
ー
ル
に
と
っ
て
の
「
宗
教
的
経
験
に
対
す
る
あ
る
種
の
明
証
」
は
超
越
論
的
現
象
学
に
基
づ
く
「『
合
理
的
』
な
明
証
」
で
あ

る
、
と
述
べ
て
い
る
（H

art,op.cit.,S.155

）。

― ２２９ ― 「神に気づくこと」と「神を知ること」




