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文
」
に
 

 
 

 
 

、
「
 
如
 」
に
観
点
を
お
 

 
 

 
 

で
あ
る
こ
と
を
、
ま
た
 

（
 
2
 
）
 

 
 

 
 

わ
れ
か
た
は
、
同
一
時
 

 
 

 
 

一
二
三
、
不
継
木
積
 

塔
 

（
 
ク
 
Ⅰ
）
 

 
 

 
 

、
十
如
是
の
「
 

三
 転
読
 

 
 

 
 

「
 
作
 」
は
、
一
切
法
が
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ぬ
是
相
 、
如
是
性
、
 

 
 

 
 

」
の
解
釈
に
着
目
し
 

 
 

 
 

 
 

 
 

」
の
説
明
箇
所
に
注
目
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

た
か
ら
で
あ
る
。
 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

る
わ
け
で
あ
る
が
、
 

こ
 

 
 

 
 

格
 に
従
っ
て
行
わ
れ
て
 

い
る
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

 
 

 
 

て
の
一
切
法
を
意
味
 

 
 

 
 

識
 関
係
の
中
に
あ
っ
て
 

 
 

 
 

「
華
厳
経
 
ヒ
 （
 
工
 
八
十
 
華
 

 
 

 
 

心
仏
衆
生
、
日
三
二
無
差
 

（
 
8
 ）
 

別
 」
 ｜
 に
な
ら
い
 

味
 

「
華
厳
正
、
心
仏
 

及
 衆
生
、
 
宙
正
 
一
一
一
 

ぬ
 
w
W
 

左
 
セ
 
@
 M
m
@
 

」
（
 

9
 ）
 

の
ま
た
心
法
を
解
釈
す
る
形
で
、
 

意
 

 
 

 
 

か
と
述
べ
る
。
 

 
 

 
 

れ
る
論
理
的
根
拠
を
な
し
て
 

止
 

 
 

 
 

別
 で
あ
っ
て
み
れ
ば
、
己
心
 

 
 

 
 

捉
の
方
法
は
初
学
の
行
人
の
 

 
 

 
 

 
 

、
と
実
相
の
把
捉
過
程
に
お
 

を
け
る
理
想
的
方
法
が
提
示
さ
れ
る
。
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て
 
修
せ
ら
れ
る
行
業
で
あ
る
こ
と
が
宣
明
さ
れ
る
。
 

 
 

 
 

人
界
の
中
か
ら
五
陰
 

 
 

 
 

け
る
も
っ
と
も
中
心
の
 

「
 陰
八
 
一
環
、
常
宮
現
前
、
若
 発
 不
発
、
 

 
 

 
 

一
旦
日
子
。
 
日
 ん
マ
 

「
 
陰
 花
机
考
二
義
、
一
現
前
、
一
一
俵
 

経
 
」
（
 

2
 
1
 

）
 

 
 

㈹
 業
 相
、
㈱
歴
事
、
㈲
禅
定
、
㈲
 諸
 見
、
㈹
増
上
慢
、
 ㈲
二
乗
、
㈹
菩
薩
の
 

 
 

 
 

止
観
が
、
現
前
的
性
格
 

 
 

 
 

ね
ば
な
ら
な
い
関
係
 

が
、
 特
に
強
調
さ
れ
て
い
る
。
 

 
 

 
 

為
レ
難
 、
熱
心
仏
 及
 

（
 
ユ
）
Ⅰ
 

ブ
 

 
 

行
人
当
 三
 自
選
三
沢
河
道
 可
 で
従
」
 

 
 

 
 

 
 

と
 考
え
ら
れ
て
い
る
 

の
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

で
 つ
ぎ
に
は
、
止
観
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

、
止
観
業
が
担
 う
方
 

 
 

 
 

に
こ
と
わ
っ
た
 ど
と
 

 
 

十
 境
の
説
明
で
あ
ろ
う
。
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智凱 における禅から 止観への展開の 意味 

 
 

 
 

 
 

 
 

「
 摩
討
 止
観
 ヒ
 の
上
 

記
 の
一
節
「
 陰
在
 祝
着
…
…
」
を
理
解
し
て
、
 

（
Ⅱ
）
 

 
 

既
因
レ
観
 。
陰
雨
 生
 」
 

ま
た
「
今
生
 去
レ
 文
献
 レ
尺
 …
…
」
に
つ
い
て
 

 
 

 
 

 
 

所
摂
寛
多
 -
 
、
 
陰
唯
 

 
 

老
優
 含
 二
心
友
心
所
 
-
 、
今
旦
 観
 二
心
王
 -
 、
直
二
股
心
所
  
 

O
O
 

 
 

（
Ⅱ
）
 

 
 

 
 

あ
る
、
と
述
べ
て
い
 

 
 

 
 

業
 で
あ
る
こ
と
を
了
解
 

で
き
る
わ
け
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

さ
れ
た
 息
 
・
色
に
依
 

（
㎎
）
 

 
 

 
 

中
で
理
解
す
る
こ
と
 

 
 

 
 

に
 
「
 観
境
 」
た
る
こ
と
 

 
 

 
 

 
 

ん
は
 何
ぞ
観
ず
る
所
あ
 

 
 

（
㎎
）
 

 
 

 
 

う
 止
観
と
は
、
基
本
的
 

 
 

 
 

ろ
 う
 。
 

 
 

 
 

地
足
さ
れ
る
実
践
姿
勢
 

 
 

 
 

い
て
は
「
 観
 不
思
議
 境
 」
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（
 
鈴
 ）
 

 
 

 
 

課
題
の
究
明
に
必
要
な
 

で が の 

 
 

 
 

観
 」
体
系
の
「
止
観
」
 

 
 

 
 

な
る
。
し
か
し
両
者
 

 
 

 
 

期
 実
践
体
系
の
も
と
 

 
 

 
 

 
 

 
 

さ
れ
て
い
る
。
こ
の
 

（
 
2
 ）
 

6
 。
 

 
 

法
在
レ
前
、
 

 
 

亦
 不
可
。
 

（
Ⅱ
 

什
 
）
 

 
 

 
 

で
あ
る
。
そ
し
 

思
議
 境
二
 

 
 

を
観
 得
し
て
 

 
 

」
）
を
実
践
的
 

 
 

理
解
さ
れ
て
 
ぃ
 

 
 

」
の
二
種
の
   

 
 

差
継
。
 

 
 

異
 、
玄
妙
 

 
 

と
し
て
 

 
 

業
の
、
す
 

 
 

の
 
「
あ
り
 

 
 

ト
ハ
ー
プ
 

ま
、
司
 

 
 

わ
け
で
あ
 

・ 具 
  
  
切 
4 ム 

法 （ 
- 」） 20 

     
 

O
O
 

 
 

 
 

当
レ
 知
己
己
心
 

 
 

い
る
。
 

 
  

 



  

 
 

 
 

推
究
が
よ
り
主
体
化
さ
れ
て
 

元
い
る
わ
け
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

 
 

い
う
 止
観
の
意
味
を
さ
ら
に
 

 
 

 
 

 
 

践
 姿
勢
を
日
次
第
禅
門
 L
 所
り
 

 
 

 
 

 
 

に
み
た
よ
う
に
禅
に
依
拠
 す
 

 
 

 
 

 
 

い
わ
ば
客
観
的
方
法
に
 

 
 

 
 

此
心
幻
 師
旅
三
一
日
 

意
 

 
 

 
 

 
 

選
択
 

O
O
 

+
 河
道
 可
 。
 
従
 」
 

 
 

味
 

 
 

 
 

別
の
認
識
系
列
と
し
て
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

て
 全
く
同
じ
で
あ
る
 関
 

 
 

 
 

常
に
十
界
の
う
ち
の
 一
 

 
 

 
 

こ
と
を
迫
る
同
法
華
 玄
 

 
 

き
る
。
 

 
 

 
 

0
 把
捉
の
仕
方
に
ま
だ
 

問
題
点
に
 

解
す
る
に
 

有
る
」
 三
 

 
 

 
 

の
 命
題
を
理
 

 
 

 
 

心
に
 因
っ
て
 

 
 

 
 

い
う
「
観
心
」
 



 
 

 
 

ぅ
 し
た
説
明
は
 、
 

 
 

べ
た
も
の
で
あ
る
と
み
ら
れ
る
。
 

 
 

 
 

る
で
あ
ろ
う
。
 

 
 

下
 ）
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

実
践
の
主
観
化
（
「
 小
 

 
 

 
 

的
 実
践
の
最
初
か
ら
 

 
 

 
 

称
 で
も
っ
て
呼
ん
で
 

る
 、
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
 

註
 

 
 

「
法
華
玄
義
 L
 二
巻
上
、
大
正
蔵
、
三
三
巻
、
六
九
三
十
）
 

 
 

定
 相
如
是
性
毛
 旧
 、
点
二
空
相
性
一
、
名
字
施
設
、
 遁
迄
 不
同
、
 即
仮
 義
也
。
 若
 伸
二
 

 
 

ヒ
 二
巻
上
、
大
正
蔵
、
三
三
巻
、
六
九
三
十
）
 

 
 

 
 

 
 

照
 。
特
に
こ
の
種
の
 

題
は
 つ
い
て
は
、
 
一
セ
 ニ
 ー
 一
九
六
頁
に
評
し
い
。
 

 
 

 
 

 
 

 
 

窟
ド
 
三
三
巻
、
六
 九 問 が目 い 、 止 

 
 

 
 

 
 

度
の
全
体
を
意
味
し
  

  
 

 
 

 
 

る
 方
法
と
し
て
体
系
化
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

説
明
が
な
さ
れ
る
同
小
 



智頻 に おける禅から 止観への展開の 意味 

 
 

で
あ
ろ
う
。
 

 
 

 
 

な
い
が
、
 司
摩
珂
 止
観
 L
 

 
 

を
 同
じ
く
す
る
も
の
で
あ
る
。
 
日
摩
珂
 止
観
 L
 九
巻
参
照
。
 

 
 

 
 

上
 ）
 

 
 

 
 

 
 

一
 00
 中
 ）
 

（
㌍
）
玉
城
博
士
前
掲
書
工
二
九
 
｜
 二
三
六
頁
。
 

 
 

原
文
を
あ
げ
て
お
い
た
。
 

（
 
あ
 ）
玉
城
博
士
前
掲
 善
 二
三
二
ー
二
三
五
頁
参
照
。
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

中
 ）
 

 
 

O
 下
 ）
 

 
 

一
七
）
 

 
 

 
 

に
 代
表
さ
れ
る
唯
識
系
 

 
 

 
 

な
く
と
も
、
 湛
伏
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存在 と 自 由 

さ が み い わ の 底 

れね 自らこずしに 、 見う らと 的 「 自 

己
 」
も
し
く
 

開
示
し
よ
う
 

て
掴
ん
で
い
 

（
む
し
ろ
そ
 ぁ
 

と
は
極
め
て
 

れ
て
お
り
、
 

 
 

覚
 そ
の
も
の
 

か
っ
た
。
 
自
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で ろ 原 ッ 自 の 要 と   
ヒ こ ど い て よ 上 本 
テ で ま て 目 っ 学 的 

にはっは撃てはな お「 て " さ規 " 現 
い 白 い こ れ 定 も 象 、 
て 己 る の 、 さ ち に 
初 」 。 原 そ れ ろ フ 
め は か 理 の て ん ィ 

て い れ は 本 い 何 ヒ   

り ば の の そ こ か ほ 
、 斜 、 視 認 の と の ど 

お 視、 線 識 も は 意 執 
そ さ は を の 事 味 物 

  

ヒ で な る 究 。 」   

テ あ も も 明 そ そ そ 
以 っ の の を れ 原 の 
外 て に と 受 に 理 根 
の 、 向 し け も 的 抵 
と 百、 っ て る か な を 
こ 視、 た の と か も 徹 

存 

  

在 

と
自
 

｜
 フ
ィ
ヒ
テ
 

ユ [ 主ゴ 

知
識
学
叙
述
 ロ
 （
一
八
 0
 
一
年
）
 サ - 

大 関 す 
る
一
 

峯 友 

 
 



 
 

 
 

の
眼
で
す
ら
な
く
、
 た
 

 
 

 
 

 
 

わ
れ
わ
れ
の
対
象
で
 

 
 

 
 

 
 

ガ
 （
で
は
全
然
な
く
、
 

 
 

 
 

「
知
の
教
 説
 」
 

 
 

 
 

は
 知
識
学
の
こ
 

 
 

 
 

な
 究
明
と
い
う
 

 
 

 
 

」
は
フ
ィ
ヒ
テ
 

 
 

 
 

が
 、
た
と
え
ば
 

 
 

 
 

に
い
た
り
、
 
自
 中

の
 
ゴ
 Ⅱ
の
 

と
で
あ
 

仕
方
で
 

哲
学
の
 

一
八
 O
 

己
 自
身
 

（
 
3
 ）
 

 
 

本
質
は
「
学
問
一
般
の
学
問
」
と
い
う
こ
と
に
あ
り
、
 哲
学
の
こ
の
本
質
は
 一
 

ヒ の の の 

（
Ⅰ
Ⅰ
）
 

 
 

と
い
っ
て
よ
い
ほ
ど
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

で
は
哲
学
の
諸
問
題
 

 
 

 
 

学
の
立
場
と
い
う
も
 

 
 

 
 

で
あ
る
。
実
際
フ
ィ
 

（
 
リ
マ
 

）
 

 
 

 
 

あ
る
。
ひ
と
が
従
来
 

て 識 

し の 
ま 上 
っ へ 

て 拡 
い 大 
る さ 
  力冤 

フ て 
イ り ) 

ヒ る 
テ が 
以   
後 "@  " て 

現 の 
代 反 
に 西 
い に 

た 自 る - 覚 

ま の 
で 質 

酋 帥 
学 な 
は 統 
フ d 
イ 性 
ヒ は 
テ 次 
が 第 
ッ 遜 tc 
行 稀 
し 薄 
た に 
根 な 

  
な っ 

洞 い 

努終 lC 
を は 
七 ， じ、 一 
劫 初 
し の 
て も 
お の 

  
な へ 
し 揮 
ろ 発 
こ し 
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覚
の
原
理
は
一
切
の
認
 

 
  

 



存在 と 自 由  
 

 
 

ほ
 で
あ
り
、
か
れ
が
そ
 

 
 

 
 

い
 。
そ
れ
を
所
有
し
て
 

 
 

 
 

か
れ
は
知
識
学
を
生
 

 
 

 
 

 
 

識
 学
を
持
つ
の
で
は
な
 

 
 

（
 
4
 ）
 

 
 

 
 

と
は
な
い
し
。
知
識
学
 

 
 

 
 

 
 

（
で
あ
っ
た
と
こ
ろ
の
 

 
 

 
 

 
 

す
も
の
で
あ
り
、
「
 自
 

 
 

 
 

は
 
「
自
己
」
が
自
己
 自
 
 
 

 
 

し
て
お
こ
な
わ
れ
る
。
 

 
 

 
 

学
 そ
の
も
の
に
な
っ
て
 

 
 

 
 

目
し
て
い
る
の
で
あ
っ
 

 
 

 
 

ば
わ
れ
わ
れ
の
実
存
 と
 

 
 

 
 

 
 

存
 と
で
も
い
う
べ
き
 立
 

 
 

 
 

を
も
っ
て
、
「
 学
 」
と
「
 自
 

 
 

 
 

ち
 え
な
い
こ
と
は
当
然
 

 
 

 
 

さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
 

 
 

 
 

洋
 哲
学
の
全
歴
史
の
中
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（
 
6
 ）
 

 
 

る
 。
 

 
 

 
 

こ
の
こ
と
は
自
覚
が
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

粋
 理
性
批
判
 ヒ
 は
こ
の
 

的
に
測
量
せ
ん
と
す
る
 

て
い
な
い
。
カ
ン
ト
の
 

つ
め
 距
離
、
む
し
ろ
 一
 

 
 

 
 

こ
と
か
ら
、
自
覚
そ
の
 

 
 

こ
と
へ
の
移
行
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

つ
け
ら
れ
ね
ば
な
ら
 

（
 
ヶ
 
1
 
）
 

 
 

 
 

一
七
九
 セ
年
 ）
に
お
 い
 

 
 

 
 

ぎ
の
よ
う
に
引
用
し
て
 

 
 

 
 

兄
 な
さ
れ
る
こ
と
は
で
 

 
 

 
 

 
 

と
い
う
 1 
。
 あ
ら
ゆ
る
 

 
 

 
 

 
 

 
 

一
で
あ
る
と
こ
ろ
の
 

（
 
ス
リ
 
）
 

 
 

か
ら
は
導
き
出
さ
れ
え
な
い
自
覚
で
あ
る
か
ら
」
。
 

フ
 ィ
ヒ
テ
 
の
解
釈
に
よ
れ
 

 
 

 
 

、
た
だ
自
己
自
身
に
よ
 

 
 

 
 

 
 

 
 

我
 は
こ
の
思
惟
に
お
 

 
 

（
 
R
 
フ
 
）
 

 
 

 
 

思
惟
さ
れ
た
も
の
、
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存
 

 
 

 
 

く
 書
い
て
い
る
。
「
 わ
 

2
 

 
 

 
 

れ
 自
身
が
意
識
さ
れ
、
意
識
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

約
 で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
従
来
 

（
 
H
 
Ⅱ
）
 

 
 

 
 

に
と
も
な
 う
 
「
 我
れ
思
 

 
 

 
 

る
と
は
考
え
な
か
っ
た
。
 

 
 

 
 

示
し
て
い
る
。
「
自
覚
」
 

 
 

内
意
識
の
立
場
か
ら
斜
視
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

る
 体
系
の
基
本
傾
向
で
あ
り
、
 

（
 
皿
 ）
 

 
 

 
 

な
 う
 
「
た
ん
な
る
意
識
」
 

0 フ て の な れ 頭 つ 

し - ィ 、 概 生 る し ま 

か 致 ヒ 全 会 成 の て り 

し る テ 意 に の で い 届、   

ら し す 体 し へ て 識 対 
ヵ て る 系 て さ は の 家 
ン い の 的 い か な 主 で 

ト 自。 るで あ 導 来、 るのら休は ぼぬ がな 
身 
は   

こ こ ィ 日 省 る ， 思 、 

      

  
に 間 見 う 識 ら 用 

」 

と 

  
  諭 す し 反 身 、 で 

積   

何 

  

定 

  

の ト な と よ を る 

    

「 と く の く 経 に に 
て 力 な こ 「 験 す 到 
れ ン く の 糸屯 的 る る 

Ⅱ ヤ ー ユ ネ ト と 目 秤 意 と た 
そ と も 己 自 調 い め 
れ 
自 

身 
と 
し 
て   

は で と し 宰 的 さ 没 

  

  



の が の に は に そ 詑 た 対 こ か あ 在 し こ れ   
亡 ，じ、 、 作 お な お こ 弁 も 象 、 れ 目 る り し な こ わ   
却 当 用 い が け で 的 の に は 覚 脆 、 な が か れ 

  

予対と                                                                                                                                                                           

る 意 彩 へ れ 、 と れ が は 学 基 
の 識 で 還 た そ 煮 、 る 意 、 的 礎   
で そ 成 る も の 識、 も 誠 意 に 的 力 前 の れ の だ   
あ の り の の よ さ、 の す 識 量 な ン 提 場 わ 意 わ 
る も 立 で が う れ、 と る す 初 誤 ト す 台 れ 識 れ   

の薫 意識ま にも・ 立 ， ぃ｜ 』 きの 認す 意識 のあ もの ると 意識 化し て 、 えも るが 認な 説明 るの 

の                                       --@n 噂 @- @ 。 る 、 さ い と い さ て フ の 、 る さ で 識 

正 に に 解 いれ だ の う れ 挺 ィ 根 し も れ あ を 
場 働 お は の、 た の 南 区 る え ヒ 本 か の な っ 再   
れ て 至 誠 も と 的 意 統 と こ そ た か 情 た こ 観 
そ い 観 の の 今 な 誠 一 が る の わ か の 、 の に 

て で と 己 で 土   
な る 切 省 る さ 問 る の で る お し は ぅ 無 こ   
が 。 り の こ れ 題 と い あ 誤 い て 客 い 際 と   

ら す 鹿 佳 作 と た に こ う る 解 て 見 鋭 う 限 に 
、 な そ 用 を も さ る 自 。 で も つ と 次 に よ 

そ ね う そ 意 の れ か 覚 意 あ 語 か し 第 す っ 
ら て な す て 

の 立、 ちとれ味とてらで す回 すの ぃ出あ 識 す るっ 。 て な 受 ら ん の 
場 白 6 身 6 回 ろ 登 る る 意 い い け い で み 

か と か ゆ 生   

  

は 化 で て 。 こ 。 れ に 識 自 す ある い意、 る識 そ o 
隠 、 と あ 、 自 と 自 ゆ 右 さ 身 る 。 の も し し 

さ そ る こ 覚 で 覚 え の れ を に か で 存 か て 
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存在 と 自 由 

 
 

 
 

 
 

自
覚
な
の
で
あ
る
。
 
そ
 

 
 

 
 

求
め
て
遂
に
こ
れ
を
 得
 

な
い
状
態
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
 

 
 

 
 

て
 分
離
さ
れ
え
ず
、
 

 
 

（
 
Ⅱ
）
 

@
 

 
 

 
 

 
 

わ
れ
の
自
己
そ
の
も
の
 

 
 

 
 

に
よ
っ
て
制
約
さ
れ
て
 

（
 
廿
 
@
 ）
 

 
 

 
 

覚
を
把
捉
す
る
立
場
と
 

 
 

 
 

は
 フ
ィ
ヒ
テ
の
思
惟
は
 

 
 

 
 

れ
た
知
識
学
叙
述
 は
、
 

 
 

る
 フ
ィ
ヒ
テ
の
発
掘
作
業
の
諸
段
階
に
他
な
ら
な
い
。
 

と
こ
ろ
で
知
識
学
の
こ
 

 
 

 
 

あ
っ
て
、
 
両
 時
期
は
そ
 

 
 

 
 

0
 基
礎
 L
 を
中
心
に
形
 

 
 

 
 

捉
え
ら
れ
た
。
第
二
期
 

 
 

 
 

を
あ
ら
れ
す
根
本
概
念
 

 
 

 
 

の
 、
す
な
わ
ち
「
絶
対
 

 
 

立
 以
後
 ご
 あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
フ
ィ
ヒ
テ
の
体
系
は
 、
 そ
の
開
始
以
来
隠
れ
て
 

   
 

 
 

 
 

 
 

在
 性
を
貫
き
な
が
ら
、
 

 
 

す
る
の
で
あ
る
。
一
八
 0
 
一
年
の
叙
述
は
も
ち
ろ
ん
、
 
フ
ィ
ヒ
テ
の
発
展
の
日
収
 
3
 

  



 
 

 
 

」
リ
 
ブ
 の
 
0
 
）
 
由
 Ⅰ
の
の
Ⅱ
の
 

ゴ
 

  
  
  
  

（ 3 （ ⅠⅠⅠⅠ 5 （ 4 1 釜 ⑰ す， 。 、 ， ・ 、 宜 ?T,n, 、 ?T 註 
） ） ） ） ） ） ） ） ） ） ） ） ） ） 

ひ "  Ⅰ c@/i  "  en)  "  Ⅱ ⅠⅠ ト @. 絹 巾 ""'" Ⅰ 

    
（ 金 

  

子 
  Ⅱ 隼の 

栄 
㏄ののの 0 コ   ガロ 毛の「 e の c ア （ 

ヨ 。 く 訳 

のゴ 侍の コ Ⅱ 知 「 ⅠのⅠⅡ 幅 甘 （ ・ ゴ Ⅱ 

ヨ ニ 識 ロ ー「・ へり 学 コ帳一 O コ せ 由 
    

卯 拐 叙 由の 
旧 鯛 述 

  
Ⅱ 由 

円 ・ ぺ 目ア     鰍 下拝 コの （ c 
零 お のゴ ） 円 

ノヘ 

O """  ト く % く O コ 

  
  
年 

お ・ ヨ の O 由 の 目     
コの       

Ⅰ ⅠⅠ Ⅱ ""," ⅠⅠ ハ Ⅰ 序 ヴ 0 仁 o 臣 - 文   

いの コ の 

キコ 安 %   

のの の神の ト 
    " Ⅱ 

コ的 い 一 %   の Ⅰ 
  毛 の 曲 - 

目 z H     
臣、 O ゴ の 

，のめ   幅 がのの 0 一 
0% 

  

念 わ 後 
と れ の 
の の 丘 
連 城 陽 
絡 不 を 
そ の 示 
祖 考 し 

野 察 た 
に の も 
入 目 の 
れ 的 で 

なが はは 、 れ よ 

リー 、 セが い 

フ 九   
イ 四 一 
ヒ 牢 入 
テ の O 

の 立紙 「四 年 
場 封 域 
0 目 後   
を 台 場 
た 自 の 
ど 我 原   
な構 とに ぎゴ甘   

。 の す 
概 で 
念 に 

  
@  し 

八 て 
O  い 
一 る 

年 と 

0  玉 
「 つ 

絶 て 
村 よ 
如 い 
」   

の わ 
概 ね 
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根
源
的
な
自
己
定
立
の
働
き
 
33 

 
  

 

 
 

の
 
内
に
持
つ
べ
き
で
あ
 

 
 

 
 

 
  

 

 
 

 
 

に
 且
 つ
 
一
切
の
根
拠
な
し
に
 

由
 

 
 

 
 

も
の
は
ど
こ
に
も
な
い
 

 
 

（
 
9
9
 
）
 

 
 

 
 

付
 す
る
純
粋
活
動
の
思
 

想
を
 フ
ィ
ヒ
テ
は
特
色
鮮
か
に
貫
徹
し
た
の
で
あ
る
。
 

（
 
4
 ）
 

 
 

 
 

の
方
（
の
に
よ
っ
て
生
ず
 

 
 

 
 

は
 十
分
に
は
明
ら
か
に
 

 
 

 
 

に
つ
 ぎ
の
よ
う
に
説
か
 

 
 

 
 

み
な
ら
ず
、
自
己
を
自
 

 
 

 
 

 
 

 
 

と
し
て
三
の
定
立
す
べ
 

  

（
Ⅰ
Ⅰ
）
 

（
 
り
乙
 
）
 

 
 

 
 

。
こ
れ
は
依
然
と
し
て
 

 
 

 
 

 
 

目
 身
の
存
在
を
定
立
す
 

 
 

と
 
同
生
天
 
践
 理
性
批
判
」
に
お
け
る
「
自
由
」
の
概
念
 

 
 

ら
わ
れ
わ
れ
自
身
の
明
白
な
直
接
的
意
識
と
な
っ
 

 
 

の
 現
実
的
な
地
盤
で
あ
り
且
つ
客
観
そ
れ
自
身
な
の
 

 
 

 
 

 
 

の
よ
う
に
静
止
し
た
実
体
と
か
存
在
（
の
 
ま
コ
 ）
 と
 

 
 

 
 

 
 

じ
た
。
フ
ィ
ヒ
テ
の
純
粋
自
我
は
働
き
そ
の
も
の
   
るでる 。 な 。 純統 粋一   
かこ て は る 

と れ フ も   

は ら ィ は 自 

存 に ヒ や 覚 
征 矢 テ 哲 の 



 
 

 
 

、
そ
の
意
識
様
相
は
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

で
あ
り
、
他
方
で
は
 考
 

 
 

 
 

 
 

（
 
8
 ）
 

 
 

 
 

ィ
ヒ
テ
 が
「
知
的
直
観
」
 

ゴっ 異 フ は 
れ る 々 根、 
て で ヒ 源、 
い あ テ 的、 

す 
な 反   
わ 省 こ が 

活動 ち、 活動 れは 

白日 

自そ 哉の 力 基身 
性 も 礎 へ 
は の L  還 

 
 

還
帰
 以
外
の
何
も
の
も
属
さ
な
い
」
 
（
 
7
 ）
 、
 と
 

 
 

 
 

省
 活
動
を
捉
え
た
仕
方
と
は
明
ら
か
に
 

 
 

み
 」
に
は
明
ら
か
に
つ
ぎ
の
ご
と
く
 云
 

 
 

 
 

住
 の
の
の
（
 
お
臣
 ）
で
あ
っ
て
 、
 決
し
て
 単
 

、
、
、
 

の
 純
粋
な
活
動
と
は
、
 

（
 
く
 
Ⅰ
）
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

逆
転
で
あ
る
求
心
的
方
 

 
 

 
 

 
 

に
 他
な
ら
な
い
。
こ
れ
 

 
 

る
 。
 

 
 

 
 

 
 

あ
る
。
活
動
が
 い
か
 

 
 

 
 

 
 

新
叙
述
の
試
み
」
と
 ぃ
 

 
 

 
 

「
自
己
定
立
」
と
「
 白
 

 
 

 
 

撃
 せ
ん
と
し
た
。
 

 
 

 
 

 
 

そ
れ
で
あ
る
と
こ
ろ
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は
な
く
、
知
的
直
観
と
呼
ば
れ
る
。
こ
こ
に
お
い
て
、
 自
我
性
は
直
接
に
自
己
 

 
 

 
 

れ
る
客
観
と
に
分
裂
し
 

 
 

 
 

あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
 ブ
イ
 

 
 

 
 

 
 

。
知
的
直
観
は
自
己
 意
 

 
 

 
 

 
 

性
の
内
奥
が
切
開
さ
れ
 

 
 

 
 

現
わ
れ
た
自
我
性
が
 、
 

 
 

 
 

、
中
心
（
統
一
面
）
 
か
 

 
 

 
 

す
と
こ
ろ
の
知
的
直
観
 

 
 

 
 

分
離
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
 

 
 

 
 

内
で
直
接
的
に
一
つ
と
 

 
 

 
 

よ
っ
て
も
意
識
に
到
達
 

 
 

（
Ⅱ
Ⅱ
）
 

 
 

 
 

こ
と
が
で
き
る
。
自
我
 

 
 

 
 

 
 

つ
 。
逆
に
活
動
は
そ
の
 

 
 

 
 

 
 

帰
っ
て
ゆ
く
こ
と
で
あ
 

 
 

 
 

 
 

く
し
て
自
我
性
は
い
ま
 

 
 

え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

い
て
い
る
。
「
知
的
 

 
 

 
 

が
 或
る
も
の
を
知
る
の
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（
。
。
）
Ⅰ
 

ユ
 

 
 

 
 

は
 上
に
示
さ
れ
た
自
我
 

 
 

 
 

を
 直
観
し
 ぅ
 る
た
め
に
 

 
 

 
 

か
れ
は
か
れ
の
働
き
を
 

 
 

 
 

（
Ⅱ
）
 

 
 

 
 

あ
る
か
ら
」
。
 
1
,
 と
 

 
 

 
 

知
的
直
観
は
自
己
定
立
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

場
 に
求
め
る
の
で
あ
 

 
 

 
 

想
 に
よ
っ
て
で
な
く
、
 

 
 

 
 

 
 

を
 知
る
、
な
ぜ
な
ら
、
 

 
 

 
 

 
 

 
 

は
 明
ら
か
に
、
知
の
根
 

 
 

の
 貫
徹
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

知
る
こ
と
と
の
直
接
 

 
 

 
 

 
 

こ
と
が
知
る
こ
と
で
あ
 

 
 

 
 

か
ら
で
あ
る
。
自
我
の
 

 
 

 
 

ま
た
働
く
こ
と
の
一
種
 

 
 

 
 

こ
れ
を
根
拠
づ
け
る
 
立
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山
 

 
 

 
 

在
 

一
八
①
一
年
 

存
係
 に
お
い
て
 展
 

一
 

の
如
説
 字
 叙
述
に
お
い
て
フ
ィ
 

開
 し
だ
。
 肛
 対
立
臼
Ⅰ
 
口
我
佳
の
 ヒ

テ
 は
は
じ
め
て
、
知
の
日
 己
 把
握
 

 
 

自
党
が
成
り
立
つ
基
盤
と
し
て
考
え
 （

自
覚
）
を
「
 

る
の
で
あ
る
。
 

（
 
1
 ）
 

姑
卍
 
対
立
臼
」
 

か
く
し
て
 

Ⅰ
帯
下
 汀
 0
 二
 %
 

知
 詩
学
の
立
場
は
 「 と 
            の 

対 関 

37             

（
Ⅰ
 

0
 
 
）
㏄
・
 ト
く
 
・
 ロ
 ・
鼻
の
ゆ
 

（
 
ア
サ
 
）
の
 ，
ト
ミ
 
・
 
ト
 
・
の
Ⅱ
 

（
 
5
 
 
）
㏄
・
 ン
コ
 
Ⅱ
・
Ⅰ
 

、
め
べ
性
 

 
 

（
 
@
 
 

り
 ）
㏄
・
メ
コ
 
コ
 
・
Ⅰ
・
肚
の
㏄
 

 
 

ミ
 ・
 H
 
 

、
の
ま
 

（
 
0
 Ⅰ
）
の
・
ノ
 

ン
 Ⅱ
・
Ⅰ
・
 

ト
 Ⅱ
 ト
 

（
 
騰
 ）
の
・
 ミ
 ・
（
・
 
A
 の
の
 

 
 

 
 

の
 概
念
は
後
期
の
「
 絶
 

 
 

 
 

主
体
と
超
主
体
」
 

宍
 宗
教
研
究
」
一
八
八
号
）
参
照
。
 

 
 

 
 

ろ
の
も
の
」
 

韻
窃
ぎ
オ
 

 
 

 
 

捉
え
る
の
に
対
し
 

 
 

 
 

る
の
み
で
あ
る
」
 

 
 

 
 

q
@
 牡
 （
の
の
Ⅰ
の
下
お
 

 
 

 
 

す
る
で
あ
ろ
う
。
 

（
㎎
）
の
 ，
 
ン
ン
ト
・
Ⅰ
 

，
 
p
 の
の
 

（
Ⅱ
）
の
・
 ミ
 ・
 H 
.
&
0
 

）
 



こ
の
テ
ー
ゼ
 

あ
る
。
フ
ィ
 
ヒ
 

超
え
て
い
る
と
 

ら
ば
、
そ
れ
は
 

か
る
客
体
化
作
 

の
場
合
、
知
の
 

知
の
形
式
と
し
 

性
 と
主
体
性
に
 

 
 

叙
述
 群
 全
部
）
を
つ
ら
ぬ
く
墓
木
 

 
 

透
明
化
す
る
分
析
に
他
な
ら
ぬ
。
 

 
 

対
象
的
な
関
係
と
解
さ
れ
て
は
な
 

 
 

捉
え
ら
れ
た
客
体
は
す
べ
て
相
対
 

 
 

 
 

ち
 知
の
形
式
の
把
捉
の
立
場
に
お
 

 
 

い
 。
知
の
形
式
の
直
接
的
な
自
己
 

 
 

 
 

で
あ
る
。
そ
れ
は
知
の
自
己
反
省
 

 
 

ま
り
主
体
性
と
し
て
の
わ
れ
わ
 ・

的
な
 
侶
 格
を
先
取
し
た
も
の
で
 

一
体
、
絶
対
者
が
絶
対
知
を
も
 

ら
な
い
。
も
し
そ
う
考
え
る
な
 

的
で
あ
る
。
絶
対
者
は
知
の
か
 

い
て
の
み
現
わ
れ
て
く
る
。
そ
 

把
捉
を
貫
通
し
て
い
る
当
体
、
 

す
な
わ
ち
自
覚
の
立
場
の
直
接
 

れ
 白
身
の
直
接
的
な
背
後
で
あ
 

 
 

 
 

フ
ィ
ヒ
テ
は
一
切
の
 

 
 

 
 

を
 廃
棄
す
る
。
「
絶
対
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

と
は
で
き
ず
、
絶
対
知
 

（
 
ク
 
し
）
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

）
で
あ
る
な
ら
ば
、
 こ
 

 
 

 
 

、
知
識
学
の
根
本
課
題
 

 
 

 
 

に
お
い
て
の
み
、
知
の
 

 
 

 
 

 
 

対
自
的
に
は
決
し
て
 人
 

（
 
ノ
 
Ⅹ
）
 

っ
て
こ
な
い
で
あ
ろ
う
し
 と
 。
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で
あ
る
。
フ
ィ
ヒ
テ
に
 

 
 

  

 
 

の
 
内
在
的
な
自
己
把
捉
 

  

 
 

辿
対
知
 

が
そ
れ
白
身
の
 

 
 

  

 
 

対
日
的
展
開
、
絶
対
知
 

  

す
る
こ
と
で
あ
る
。
 

 
 

  

 
 

「
ほ
つ
い
て
の
 

 
 

 
 

 
 

す
べ
 
の
の
の
 
対
日
。
丁
 

推
 
る
」
 

，
 
6
 
，
て
れ
 

で
あ
「
 

o
 
」
 
色
 

す
 
時
 

コ
 

自
 

 
 

 
 

  

れ
口
耳
が
可
能
に
な
る
の
で
 

存
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（
 
ハ
 
Ⅰ
）
 

 
 

 
 

も
な
い
。
「
 見
 」
 ろ
 は
 

れ
た
当
の
事
柄
を
そ
の
事
柄
自
身
の
本
質
に
 

 
 

点
は
 、
純
粋
活
動
と
し
て
よ
り
も
見
る
こ
と
 

 
 

根
源
的
な
も
の
は
働
き
を
も
見
る
立
場
で
あ
 

あ
る
。
そ
こ
に
絶
対
に
対
象
化
さ
れ
え
な
い
 

く
は
「
 眼
 」
を
さ
ら
に
見
る
立
場
と
い
う
も
 

眼
 と
い
う
包
括
的
で
透
明
な
圏
内
に
あ
る
。
  

 

不
断
に
そ
こ
に
立
脚
し
て
来
た
原
 

 
 

働
き
は
未
だ
根
源
的
で
は
な
い
。
 

  

 
 

 
 

の
は
こ
の
立
場
の
も
う
一
つ
手
前
 卸
 

 
 

れ
ゆ
え
、
か
か
る
「
見
る
」
も
し
 

 
 

 
 

い
 。
「
ど
こ
か
」
と
い
う
こ
と
も
、
 

 
 

に
あ
る
の
で
も
な
い
。
「
眼
は
自
己
 

（
 
8
 ）
 

 
 

 
 

観
 」
等
の
語
で
っ
か
ま
 

 
 

絶
対
知
の
特
質
の
い
ろ
い
ろ
な
表
現
を
試
み
て
い
る
。
 た
と
え
ば
、
「
対
自
 

 
 

 
 

 
 

」
年
の
の
の
 
仁
す
い
侍
 

口
目
 
ビ
 0
 二
の
 

二
つ
の
 倒
 

し
て
か
く
 

的
の
口
が
 

テ
 が
考
え
 

知
る
と
は
 

 
 

 
 

り
 立
つ
。
 
そ
 

 
 

 
 

 
 

Ⅰ
の
 ゴ
 Ⅰ
Ⅱ
ト
ロ
ー
 

 
 

 
 

 
 

来
の
ブ
イ
ヒ
 

 
 

 
 

の
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

 
 

 
 

つ
 0
 ）
 

 
 

 
 

。
そ
れ
が
あ
ら
ゆ
る
知
の
根
本
で
あ
る
。
そ
の
場
合
、
 存
在
と
目
白
と
は
知
の
 

 
 

 
 

 
 

で
あ
る
。
知
は
こ
れ
ら
㏄
 

な
わ
ち
絶
対
知
と
し
て
）
成
り
立
っ
こ
と
の
底
に
は
、
 

 
 

す
い
 
0
 ）
 
仁
 Ⅰ
の
 
舶
出
の
 

ゴ
ロ
 ロ
 Ⅱ
 
｜
 

 
 



存在 と 自 由  
 

 
 

の
 生
き
生
き
と
し
た
 自
 

（
㎎
）
 

 
 

 
 

 
 

 
 

る
と
は
明
瞭
に
は
云
っ
 

 
 

 
 

 
 

 
 

る
に
こ
の
絶
対
性
は
 、
 

 
 

 
 

 
 

 
 

。
そ
れ
が
絶
対
者
 と
ぃ
 

 
 

 
 

 
 

未
だ
こ
の
知
識
学
叙
述
 

 
 

な
 
「
 眼 」
が
「
超
越
論
的
観
念
論
の
性
 

言
 

…
。
 
，
申
 
各
 （
 
」
で
あ
る
。
 

、
 
1
 ）
 

フ
ィ
ヒ
テ
は
云
う
。
「
 か
 

 
 

 
 

こ
の
眼
が
自
己
の
外
に
 

 
 

 
 

：
」
 

、
る
 
（
 
1
 
2
 ）
と
。
 

 
 

 
 

色
射
的
で
あ
る
」
。
１
 

3
 %
 
 

（
 
3
 
l
 ）
 

 
 

 
 

 
 

 
 

臣
 乞
田
が
す
の
 

0
 日
ダ
ミ
 曲
の
 

 
 

 
 

 
 

  

 
 

 
 

自
ら
の
 内
へ
 反
射
し
て
 

 
 

 
 

 
 

省
 に
よ
っ
て
の
み
実
現
 

 
 

 
 

る
と
共
に
 、
 知
の
本
質
 

 
 

 
 

が
 か
の
二
せ
超
え
て
、
 

 
 

 
 

か
く
し
て
反
省
と
は
、
 

 
 

 
 

 
 

を
 実
現
す
る
こ
と
で
あ
 

 
 

 
 

、
照
明
し
て
ゆ
く
と
い
 
41 (41) 



  

 
 

 
 

。
し
か
し
一
般
に
知
が
 

 
 

（
 
為
 ）
 

 
 

 
 

能
 な
の
で
あ
る
」
。
こ
こ
 

 
 

 
 

 
 

尖
端
に
震
動
し
、
崩
落
 

 
 

（
 
践
 ）
 

 
 

 
 

は
 必
然
的
に
自
由
（
 拘
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

た
び
知
が
在
る
な
ら
ば
、
 

 
 

 
 

発
現
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
 

 
 

（
㎡
 

れ
 ）
 

 
 

 
 

無
 と
の
連
関
に
お
い
て
 

  

 
 

（
 
初
 ）
 

 
 

 
 

の
 空
性
Ⅰ
の
の
芽
ユ
（
」
 
、
 

 
 

約
二
元
論
は
こ
の
矛
盾
の
突
破
を
試
み
る
の
で
あ
る
。
 

 
 

今
や
絶
対
自
由
の
思
想
が
そ
の
底
面
ま
で
貫
か
れ
る
。
 

 
 

し
な
い
限
り
、
知
は
 

 
 

 
 

 
 

な
ら
ば
私
に
対
し
て
 無
 

（
 
腱
 ）
 

 
 

 
 

絶
対
性
を
廃
棄
す
る
」
 

 
 

 
 

 
 

矛
盾
で
は
な
い
の
か
。
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

己
 自
身
で
あ
り
な
が
 

 
 

 
 

講
学
の
中
心
課
題
は
こ
 

  
と の 
い 自 Ⅰ 

  ぅ 己、 
火ロ 7 ョ 、 

の 還、 
臼 、 行、 

  
る汀 o 目 

そ年 つ - り 。 

  
如 き 

0  目 

  

  

自己自身を超えて、知の自己否定を軸にす 、、 、、 に 
る つ 

も い 
の に 
で は 
あ 絶 
る 文才 

こ 者 
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の
ま
乙
の
の
 
コ
 の
と
い
う
 

 
 

 
 

と
 り
レ
 
9
 ぬ
 ）
で
な
く
、
 
作
 

 
 

 
 

 
 

は
 
「
作
用
へ
の
静
止
的
 能
 

（
 
乙
 ）
 

（
 
醍
り
 
）
 

 
 

 
 

る
 。
そ
れ
は
 
下
ニ
の
 
 
 

 
 

え
る
。
か
か
る
能
力
は
 

へ
、
 

 
 

 
 

む
し
ろ
そ
れ
は
 レ
乙
 

 
 

 
 

 
 

 
 

な
 事
実
に
ま
で
高
め
ら
 

 
 

 
 

る
こ
と
と
、
自
己
以
前
 

か
ら
発
す
る
こ
と
と
は
一
つ
な
の
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

 
 

  

 
 

 
 

 
 

 
 

三
の
卸
の
（
）
一
）
 

ユ
 （
で
あ
り
、
 

 
 

   
 
 
 

 
 

 
 

 
 

る
 。
す
で
に
現
に
在
る
知
は
 、
 

 
 

存
 

 
 

 
 

や
佃
 く
な
る
の
だ
か
ら
 
4
 

 
 

 
 

一
体
何
故
で
あ
る
か
。
 

ォ
て
コ
 

Ⅱ
円
月
、
 

よ
ヰ
 
Ⅰ
 

 
 

 
 

 
 

は
 何
で
あ
る
か
。
 

 
 

 
 

 
 

む
し
ろ
在
る
の
 刀
 
Ⅰ
。
 

 
  

 

 
 

そ
 む
と
こ
ろ
の
こ
の
 



（
 
鞄
 ）
 

 
 

 
 

も
よ
い
と
フ
ィ
ヒ
テ
は
 

（
㌍
）
 

 
 

 
 

下
 す
甘
曲
 
ロ
収
～
㎎
左
の
ざ
白
目
Ⅰ
 

の
 の
 臼
 お
目
の
ざ
で
 ュ
 
や
る
。
こ
れ
は
 A
 と
示
さ
れ
る
。
 

 
 

 
 

 
 

 
 

「
一
な
る
、
自
己
自
身
 

  

 
 

ヒ
テ
 に
従
っ
て
、
そ
の
過
程
を
追
跡
し
よ
う
。
 

 
 

 
 

 
 

知
へ
の
関
係
か
ら
が
 

 
 

（
 
皿
 ）
 

 
 

 
 

性
 で
あ
る
。
し
か
も
 純
 

 
 

 
 

 
 

 
 

超
越
的
な
自
己
把
握
 

（
 
0
 ）
 

て
 絶
対
的
存
在
へ
 
，
イ
 

テ
 く
の
で
あ
る
」
。
 

む
庁
う
 
0
 ）
 
仁
 時
の
兜
コ
ロ
コ
ロ
 
め
庁
い
 
0
 ）
 
仁
こ
 の
の
 ご
 ）
 ユ
 の
の
 
の
山
二
の
）
  

 

（
四
）
 

 
 

極
 的
な
非
存
在
を
通
過
し
 

 
 

 
 

 
 

、
 
知
の
存
在
と
非
存
在
 

 
 

 
 

 
 

間
 
（
 ぃ
毛
巳
の
ア
 
の
コ
 %
 お
ア
侍
 

  

 
 

 
 

そ
こ
へ
ゆ
く
と
こ
ろ
の
 

 
 

  

 
 

 
 

 
 

る
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
㏄
 

 
 

 
 

考
え
ら
れ
 ぅ
る
 。
 
つ
 ま
 

 
 

 
 

 
 

も
し
く
は
消
滅
 点
 へ
向
 

 
 

 
 

、
 知
は
そ
こ
か
ら
の
み
 

 
 

 
 

こ
へ
回
っ
て
消
え
ゆ
く
 



存在と 自 由 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

な
く
て
は
な
ら
ぬ
。
 

 
 

 
 

 
 

身
の
内
か
ら
の
み
見
ら
 

 
 

 
 

場
合
は
絶
対
知
で
は
な
 

 
 

 
 

目
 
的
に
な
っ
て
い
な
 

 
 

 
 

 
 

に
 
対
し
て
は
未
だ
成
立
 

Ⅰ
し
て
い
 

と
ハ
り
い
 

の
で
十
か
り
 

6
0
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と
こ
ろ
 

鮫
コ
カ
 の
 臣
 

極
 と
そ
の
 

る
 。
「
 如
 し
 

限
界
そ
の
 

知
は
今
 

毛
俺
 の
の
 
コ
 の
 

 
 

 
 

し
 、
か
く
て
自
己
白
身
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

や
 知
は
生
き
生
き
と
 そ
 

 
 

 
 

 
 

っ
て
、
自
己
の
絶
対
的
 

 
 

 
 

 
 

ロ
田
 。
，
も
し
く
は
 

 
 

 
 

 
 

い
て
で
あ
る
。
す
な
わ
 

 
 

（
㏄
）
 

 
 

 
 

が
 （
（
Ⅱ
 卜
 ）
・
）
。
 

 
 

 
 

入
り
来
ら
ね
ば
な
ら
な
 

（
 
的
 ）
 

 
 

 
 

 
 

目
的
に
（
Ⅱ
 弓
 ）
 、
そ
 

か
く
し
て
知
の
課
題
は
っ
 ぎ
 の
 テ
 

 
 

れ
が
あ
る
と
こ
ろ
の
も
の
（
毛
が
 
巴
 ｜

ゼ
 の
中
に
示
さ
れ
 

で
あ
る
と
同
時
に
 、
 る

 。
す
な
わ
ち
 

端
的
に
あ
る
が
 「

絶
対
知
（
 レ
干
 し
 

 
 ゆ

え
に
（
毛
の
二
）
 

 
 

）
は
対
自
的
に
（
 B 

（
㏄
）
 

在
る
の
で
あ
る
」
。
 

 
 の

 内
で
）
、
端
的
に
そ
 

図
式
で
示
せ
ば
㏄
Ⅱ
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存在と 自 由  
 

 
 

の
形
而
上
学
に
出
会
う
 

の
で
あ
る
。
 

註
 

 
 

 
 

シ
ェ
リ
ン
グ
宛
書
簡
に
 

 
 

 
 

と
の
論
争
に
つ
い
 

 
 

語
 大
学
法
経
学
会
刊
 
コ
 評
林
 L
3
 ）
参
照
。
 

 
 

 
 

体
系
上
の
類
似
を
指
摘
 

 
 

 
 

っ
て
い
た
と
は
い
 

 
 

や
 
下
目
ョ
 

（
 
3
 ）
（
 
4
 ）
㏄
・
レ
コ
Ⅱ
・
Ⅰ
・
い
の
 

（
 
5
 ）
の
・
 セ
く
 
・
 目
 ・
 ト
の
 

（
 
6
 ）
の
・
七
ぺ
・
Ⅰ
 

，
ト
づ
 

（
 
Ⅰ
）
（
 

4
 
0
0
 

）
の
・
 

ミ
 ・
 ド
 ・
 P
 
の
 

（
 
9
 ）
 
か
 
り
・
 
ン
コ
 

Ⅱ
・
 
ツ
 ・
の
㏄
 

（
 
皿
 ）
の
・
 毛
 ・
 ロ
、
 
）
 
の
 

（
Ⅱ
）
（
は
）
の
・
ゼ
ペ
・
Ⅰ
 

，
の
べ
 

（
は
）
の
・
 
イ
く
 
・
Ⅰ
・
 
o
N
 

（
 
M
 ）
の
・
 ミ
 ・
Ⅰ
・
 
N
o
 

 
 

 
 

 
 

ィ
ヒ
テ
 
の
立
場
 
勿
が
 

 
 

 
 

態
度
で
あ
る
。
し
か
し
 

 
 

 
 

 
 

て
ゆ
く
。
そ
れ
は
光
源
 

 
 

 
 

 
 

 
 

射
 的
だ
か
ら
で
あ
る
。
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（
㎎
）
の
・
 
ヨ
 「
・
Ⅰ
・
 

N
A
 

（
 
邨
穏
 
）
の
・
 ミ
 ・
 目
 ・
の
 
肚
 

（
 
れ
 ）
の
・
 セ
く
 
・
Ⅰ
。
）
 
肚
 ～
 

（
 
盤
 ）
の
・
 宅
く
 
・
 目
 ・
の
の
 

（
㏄
）
の
・
 
之
く
 
・
Ⅰ
・
の
め
 

 
 

ミ
 ・
 チ
毘
 

（
 
乃
 ）
の
・
 ヒ
く
 
・
Ⅰ
・
 
ひ
の
，
 

）
 P
o
 

（
 
祁
 ）
の
・
 キ
 ・
 ロ
，
 
m
 の
・
の
の
 

（
 
符
 ）
一
一
の
 註
 
（
Ⅱ
）
参
照
 

（
 
柊
 ）
の
・
 韻
 ・
Ⅰ
 ，
 0
 の
 

（
㏄
）
の
・
 
ミ
 ・
 ツ
，
 
0
 ）
 

（
㏄
）
の
・
 
ゼ
へ
 
・
 目
 ・
の
の
 

（
何
 
%
 ）
の
・
 ミ
 ・
 目
 ・
の
 
の
 

（
㏄
）
の
・
 
ミ
 ・
Ⅰ
・
の
 
ト
 

 
 

 
 

の
 
0
 
ゴ
 ・
 q
 げ
け
 
（
の
の
 
オ
 の
 
由
 

 
 

の
の
 

3
%
 

コ
 （
 
旧
ざ
坤
 
三
コ
 
的
 Ⅱ
 げ
下
措
の
 

。
 紳
 ㏄
か
下
コ
ヨ
 

（
 
縫
 ）
（
㏄
）
（
㏄
）
（
 

W
 ）
（
㏄
）
の
・
メ
イ
・
Ⅰ
・
の
の
 

（
㏄
）
（
㏄
）
（
Ⅱ
）
の
・
 

ま
 「
・
 
目
 ，
の
の
 

（
 
蝸
 ）
の
・
 ま
 「
・
 
目
 ・
 0
 べ
 

（
㎎
）
の
・
 
ミ
く
 
・
Ⅰ
，
 

N
A
 

（
 
M
 ）
の
・
も
く
 

，
 Ⅰ
 ，
 N
 ～
 

（
㎎
）
の
・
 
ミ
 ,
 
 
目
 ・
の
め
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R. オット一と現象学的問題 

て l い る 
い る ず Ⅰ 2) 

  
は @  も 従 初 

る 多 れ の 

  

 
 

の
方
向
を
見
定
め
て
お
き
た
い
。
 

オ
ッ
ト
ー
の
所
説
を
現
象
学
的
問
題
系
列
 

ば
し
ば
客
観
に
つ
い
て
舌
口
 及
 し
な
が
ら
も
 

（
Ⅰ
 
l
 
）
 

つ
ま
り
存
在
論
的
 支
 え
が
な
い
。
 

が
た
て
ら
れ
て
い
な
い
と
い
う
こ
の
こ
 

6
 ナ
ケ
し
 

え
ず
、
従
っ
て
Ⅰ
 コ
 （
の
コ
円
Ⅰ
 

0
 コ
 %
 ト
占
め
 

蒔
 

そ
は
 正
当
な
判
断
で
あ
る
。
た
だ
、
こ
れ
 

な
い
し
 
目
 Ⅱ
～
の
の
に
近
寄
せ
、
専
ら
予
感
 

（
 
コ
リ
 

）
 

い
で
あ
ろ
う
。
 
勿
払
班
 そ
の
間
に
オ
ッ
ト
 ｜
 の

な
か
 

、
結
局
 

と
か
ら
、
 

が
問
題
 

ら
の
 把
 

（
 
下
ゴ
コ
 
。
 

自
身
の
 

 
 

の
 主
な
 

 
 

連
 が
は
 

 
 

内
在
 

（
 
り
 
4
 ）
 

と
な
っ
て
こ
な
い
。
 

 
 

ツ
ト
 

   
 
 
 

 
 

 
 

に
な
っ
 

 
 

 
 

 
 

 
 

問
題
 

巳
 

堀
越
 
知
 



 
 

 
 

ら
 、
カ
ン
ト
派
 か
 現
象
 

 
 

 
 

い
か
に
し
て
主
観
の
 う
 

 
 

 
 

柵
 で
あ
る
。
 

 
 

 
 

時
 ト
串
・
 
づ
 ・
 
由
 u
q
 
コ
 u
n
F
 

 
 

満
足
と
が
走
っ
た
」
と
述
べ
る
ほ
ど
の
衝
撃
を
与
え
、
（
 

8
 ）
 

同
時
代
の
広
範
な
共
感
 

 
 

 
 

た
が
、
ま
た
一
方
で
 

 
 

 
 

現
象
学
派
か
ら
の
不
満
 

 
 

 
 

｜
は
 全
く
孤
立
し
て
い
 

 
 

 
 

る
っ
て
オ
ッ
ト
ー
を
 理
 

 
 

 
 

具
体
へ
」
と
い
う
宗
教
 

 
 

 
 

た
 記
述
の
範
囲
内
で
、
 

 
 

小
 
教
の
真
理
の
側
面
、
 

 
 

よ
 
ナ
 
-
 

 
 

 
 

の
 0
 ゴ
 出
目
を
味
方
に
 

（
 
6
 ）
 

 
 

 
 

、
オ
ッ
ト
ー
に
お
い
て
 

 
 

 
 

 
 

主
観
と
客
観
の
関
係
」
 

（
 
く
り
 

）
 

 
 

 
 

を
 使
 う
 わ
け
で
も
な
い
 
(50)  

 
 
 

 
 

 
 

の
の
の
 
コ
 

で
あ
る
こ
と
も
 

 
 

 
 



R. オ       

容 取 

ナ 乞 り だ 受 

け さ 

  
と そ 

れで 論ず 

る 終 
こ ろ 
と で 

  
『 口 ロ ， つ 

が 題を 
二 才   
フ亡 ツ 

  fb  ト 

す l 

ろ は   
つ こ 

ま の 
@ コ 士 不 
ヌ 教 体 
ノ 験 
l が 
ゼ 徹 

  
借 屋 

ば あ 
「 る 
そ 客 
れ 観 目 @ こ 

身 よ 
疑 っ 
り卜 @ ケ に 

な 規 

さく、 定 

まず ね 、 

第 対 
一 家、 
に か 
フら 

そ 内 

51     

ト一と現象。 学酎  
 

 
 

観
に
お
い
て
あ
ら
わ
に
 

 
 

 
 

興
奮
や
情
緒
の
う
ち
に
 

（
 
Ⅱ
）
 

@
 

 
 

 
 

も
の
の
非
合
理
の
み
が
 

  
 
 

 
 

り
 年
男
甲
田
堺
の
体
験
で
 

 
 

に 観 ど 従   し の う っ 

そ く 知 た 相 し て 
れ さ の 
ら れ よ   
0  6  う い と 関 観 
更 も tc 3 玉 わ に 
に の ㍉ 間 観 れ 関 
背 で 百ロ 二 % 三 題 と な 係 
後 は な 一 方 の い し 
に な る 一 旬 間 と た 
あ い も が め り 主 
る と の 立 木 ぅ 観 

て 質 主 」 
咳 、 い うの 珪 ら 的 客 と 

つ こ さ 甘 @ し   の オ 
ま と し て 必 厳 ッ 

り の あ い 然 格 ト 

生 種 た る 的 な l 

命 調 っ と 関 区 が 
と に て 
体 あ の 
験 っ 主   
と た 張 か め と と 
か 。 は 

か二 る契っ いき 、 ら 弓 打。   
な 数 台 危 機 て そ 
る は 理 度 で 第 こ 
最 教 主 か あ 二 に 

も 義 義 ら る に は 
内 ， に の が 、 二 
な 教 た   

百 Ⅱ 甘 " 杓 っ 
る 説 い ゴ小 そ 自 の 
基 や す を 0 株 局   意 場 に 面 
で 徳 反 回 合 は が 
あ ・ 対 し こ 触 働 
る 律 lc て め れ ぃ 

。 法 あ い 事 え て 
る 態 ぬ い 

や儀この り、 
宗 和 宗 わけ を生 理、 観 る。 
教 ・ 教 で ぬ 軒の 即 
体 制 は あ の 構 ち 
酸 度 客 る 問 成 算 
は そ 観 。 題 で 一 

価 の 化 と は に 
ィ 直 も に し な   

の の よ て く 客 
体 で っ 明 て 親 
験 は て ら "  fC 
で な 汲 か 主 は 

 
 

（
 
托
 ）
 

 
 

 
 

こ
う
」
と
表
現
す
る
。
 

 
 

 
 

に
か
か
わ
っ
て
く
る
め
 

 
 

 
 

に
 非
合
理
の
要
素
を
区
 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

非
合
理
あ
る
い
は
超
合
 

 
 

 
 

し
な
い
。
む
し
ろ
彼
の
 

 
 

 
 

の
 関
係
の
場
を
明
ら
か
 

 
 

 
 

理
 と
の
関
係
を
分
析
す
 

 
 

 
 

名
 づ
け
る
方
向
を
問
題
内
容
と
し
て
意
識
し
つ
っ
も
 

、
 そ
れ
を
明
白
に
し
え
な
 

 
 

一
見
逆
の
方
向
を
と
り
、
カ
ン
ト
的
な
図
式
化
（
の
の
）
）
 

の
 
三
 %
 （
 
p
N
 

）
の
Ⅰ
 

仁
コ
帥
 

）
を
 用
 

 
 

 
 

あ
る
こ
と
が
察
せ
ら
れ
 

る
で
あ
ろ
う
。
 

 
 

 
 

合
法
則
的
関
係
に
立
 

 
 

 
 

で
 カ
ン
ト
の
こ
の
術
語
 

 
 

 
 

の
 内
容
か
ら
し
て
止
む
 

 
 

 
 

れ
が
生
じ
て
き
て
い
 

 
 

 
 

役
を
果
し
て
い
る
。
 

 
 

 
 

は
こ
れ
を
 仁
コ
特
 

リ
コ
・
 

 
 

 
 

に
あ
る
或
る
実
在
の
客
 

 
 

 
 

 
 

は
な
い
。
オ
ッ
ト
ー
が
 

 
 

 
 

の
 内
在
主
義
に
お
い
て
 (52) 52 



 
 

 
 

ス
に
 寄
せ
て
解
釈
す
れ
 

 
 

 
 

じ
 く
 す
 る
だ
け
で
根
木
 

（
 
舛
 ）
 

 
 

 
 

す
る
」
立
場
で
あ
る
と
 

 
 

 
 

批
判
主
義
の
含
む
問
題
が
 、
 

 
 

 
 

で
で
あ
る
。
 

（
 
咲
 
M
 
）
 

 
 
@
 
ゐ
 
ヵ
 

 
 

 
 

目
標
に
な
る
の
は
当
然
で
あ
 

 
 

 
 

 
 

 
 

学
的
意
味
で
の
根
拠
で
あ
 

ま
っ
た
。
こ
の
の
の
の
乙
ヲ
 

 
 

 
 

 
 

 
 

カ
ン
ト
的
意
味
に
お
け
る
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の
コ
 
）
曲
は
批
判
主
義
の
根
 

 
 

 
 

 
 

も
そ
の
際
、
こ
の
必
然
 

 
 

 
 

題
の
関
係
点
は
或
る
 ギ
 

 
 

 
 

、
非
合
理
な
 ヌ
 ミ
ノ
 ｜
 

（
 
初
 ）
 

 
 

 
 

あ
り
、
「
現
存
在
の
感
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

内
意
味
を
厳
し
く
制
限
 

 
 

 
 

の
 カ
テ
ゴ
リ
ー
と
感
性
 

 
 

 
 

 
 

の
 綜
合
す
る
第
三
者
た
 

 
 

 
 

或
る
実
在
的
な
も
の
」
（
 

9
 
1
 

）
 



9 、 覚 的 ろ う が     リオ 的て、のみ 係 より 関係 特殊 力 ら ， 、 態で 

    
  

叫い と う、 る感綜 の さ 4 
  

ラ ン 観 理 訳 出 い 
っ ね 、 車 力 題 

て れ 感 で テ 領 
、 わ 覚 あ ゴ 域   

い れ 似 る り が   
ゆ そ の こ 概 が 
る れ ・ の 念 っ お 知 て " を反 感覚 輩 か に年 

    
の 能 え ッ の か こ のの 仁 困   
内 な た ト と か 
容 誤 所 

局 の 離 恨 ま な い こ 発 
@ 回 ろ 

に り 与 は じ 視   

は だ の 点 ュと ，母人 支 @c  あ lc  こ 従 ッ 判 明 
見 と 見 そ 味 か   

し よ   光 し を 甘 t Ⅴ Ⅱ よ @ Ⅰ t の説 な研 

  

  
と る 「 無 と と り な れ 

。 「 わ 視 理 非 才 が る   な窮 」とも」 れが ） 3 （ 0 関係 的な ｜ ま、 ント 

の 知 依 に も ま 的 極 
苅 る 然 あ の さ ァ の 

る 立 の と る の し プ 心、   を は し と 必 く り 理、 
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オ
ッ
ト
ー
を
こ
の
よ
 

 
 

 
 

と
は
予
感
で
あ
り
自
己
 

 
 

 
 

主
観
に
で
は
な
く
、
 
客
 

 
 

 
 

で
あ
っ
て
、
主
観
は
こ
 

 
 

 
 

質
的
ア
プ
リ
オ
リ
を
 唱
 

 
 

 
 

ち
 本
質
直
観
に
お
い
て
 

（
 
好
笘
 
）
 

 
 

 
 

 
 

る
か
ら
、
か
か
る
直
観
 

 
 

 
 

 
 

１
 0
 図
式
化
が
、
も
し
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ら
 、
ま
た
も
し
フ
ナ
ー
 

 
 

 
 

。
し
か
し
オ
ッ
ト
ー
は
 カ
テ
 

 
 

 
 

ゴ
 の
し
」
と
明
白
に
規
定
し
 
、
 

（
 
辞
 ）
 

的
 

象
 

 
 

 
 

お
 Ⅱ
 
リ
て
 の
の
 
プ
 二
の
Ⅰ
は
 、
 Ⅱ
 
リ
 

 
 

 
 

 
 

い
 。
そ
し
て
「
提
示
さ
る
 べ
 

 
 

 
 

 
 

の
 皮
を
剥
い
で
や
る
と
い
う
 

 
 

 
 

 
 

な
っ
た
現
象
を
精
神
の
 
55 (55) 

 
 

 
 

確
保
し
た
直
接
的
認
識
 

 
 

疑
問
 点
は
 、
ま
っ
た
く
甲
ヱ
仁
の
の
の
 

ユ
 の
見
解
を
受
け
 継
い
だ
も
の
で
あ
る
。
（
 

3
 
2
 ）
 

 
 

 
 

る
と
い
え
る
。
そ
し
て
 



如
上
 

ツ
ト
｜
 

異
性
は
 

に
由
来
 

批
評
の
 

す
る
感
 

か
ら
」
 

ま
さ
し
 

 
 

圭
 
-
 
旧
 

 
 

連
 一
 

 
 

動
 

 
 

な
 

 
 

し
 
・
Ⅰ
 

 
 

 
 

 
 

い
 

 
 

の
 バ

 ・
 姦
ョ
 に
よ
っ
て
、
 

さ
せ
て
頻
り
に
説
い
て
 

に
負
う
て
い
る
わ
け
で
 

り
、
 従
っ
て
質
的
に
異
 

だ
ろ
う
。
オ
ッ
ト
ー
は
 

帥
 ㏄
 コ
の
 
（
（
の
で
あ
る
と
い
（
 

2
 
4
 

）
 

る
の
で
あ
り
、
そ
の
 意
 

指
示
に
あ
る
と
い
っ
て
 以

下
の
よ
う
に
捉
え
ら
れ
て
い
る
。
即
ち
「
 

オ
 

い
 る
が
、
し
か
し
宗
教
的
根
木
感
情
の
質
的
特
 

は
な
く
、
却
っ
て
超
世
界
的
な
る
も
の
の
存
在
 

っ
た
 印
象
を
呼
び
お
こ
 の
こ
の
（
 

丸
 1
 
。
」
 

）
 爵
ヨ
 

、
 聖
を
宗
教
以
前
の
事
実
か
ら
導
き
だ
 
そ
 -
0
 
と
 

、
ぅ
 
の
で
あ
る
か
ら
、
宗
教
経
験
の
い
わ
ば
「
 

下
 

図
す
る
と
こ
ろ
は
、
宗
教
体
験
が
そ
の
内
容
を
 

よ
い
。
つ
ま
り
オ
ッ
ト
ー
の
主
張
は
卜
 守
ヨ
 

さ
て
以
上
 

一
瞥
し
て
き
 

問
題
方
向
が
 

浮
き
彫
り
に
 

目
の
の
お
 
コ
 
は
 

 
 

 
 

介
し
て
、
 

 
 

 
 

相
反
す
る
 

 
 

 
 

式
 化
」
が
 

 
 

 
 

よ
う
に
、
 

 
 

乖
離
と
し
て
性
格
づ
け
て
 ぃ
，
ぢ
 

（
 
0
 ）
 

四
 

 
 

 
 

、
た
だ
た
だ
「
事
実
」
 

   
 

 
 

 
 

 
 

で
あ
っ
て
も
、
か
か
る
 

 
 

 
 

 
 

て
い
る
と
評
価
す
る
の
で
あ
る
。
（
 3
 
9
 ）
 



同
時
に
働
い
て
い
た
 

方
向
が
あ
る
こ
と
を
 

（
 
4
 ）
 

な
る
も
の
」
と
述
べ
 

鞭
の
も
の
で
あ
っ
て
、
 

Ⅱ
Ⅱ
Ⅰ
 

判
教
現
象
学
の
上
に
根
 

 
 

  

 
 

一
 
㌍
 % 台
に
は
、
宗
教
の
 

 
 オ

な
 証
明
を
必
要
と
し
 

 
 

て
 客
観
的
実
在
と
し
 。

そ
し
て
 司
 聖
な
る
 

次
第
に
強
く
示
し
て
 

る
。
こ
の
表
現
に
よ
 

主
 目
の
宗
教
的
作
用
 

を
据
え
て
い
る
。
 
っ
 

で
あ
る
。
宗
教
の
真
 

根
本
的
体
験
の
分
冊
 

な
い
と
い
う
形
を
と
 

て
の
聖
の
体
験
 は
、
 そ つ 呈 埋 ま で つ い も 

 
 

証
 す
べ
く
、
如
上
と
は
ま
た
別
途
の
 

 
 

観
は
 「
聖
書
に
と
っ
て
の
み
問
題
と
 

 
 

り
も
先
す
主
観
が
志
向
ず
る
対
象
 そ
 

 
 

仝
 c
 
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
自
己
の
宗
 

 
 

ち
に
、
オ
ッ
ト
ー
は
既
に
決
定
的
な
 

 
 

下
 に
お
か
れ
る
だ
け
で
あ
る
。
こ
の
 

 
 

を
 P
 
卜
し
て
Ⅱ
 
リ
て
、
が
 
「
 
p
Q
 

の
（
Ⅱ
の
二
四
 

%
 
プ
甲
 

 
 

は
 図
式
化
を
必
要
と
し
な
い
。
そ
し
 

 
 

 
 

い
う
こ
と
、
こ
れ
は
現
象
学
一
般
の
 
57 (57) 

 
 

 
 

か
と
い
う
問
題
契
機
が
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

保
す
る
た
め
に
用
い
 

 
 

 
 

で
は
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
 よ
 

 
 

 
 

他
 の
も
の
か
ら
 導
 び
か
 

 
 

 
 

い
う
形
を
と
っ
た
。
 
し
 

 
 

 
 

ョ
の
 一
致
点
と
し
て
の
 

 
 

 
 

表
現
の
真
意
を
、
直
接
 

 
 

 
 

の
 認
識
に
目
三
日
 ぎ
巴
ざ
 



 
 

 
 

的
な
い
し
宗
教
心
理
学
 

 
 

 
 

（
わ
れ
わ
れ
の
）
 諸
価
 

 
 

 
 

そ
の
も
の
の
反
射
以
外
 

 
 

 
 

う
に
し
て
被
造
物
の
自
 

 
 

 
 

は
 、
こ
の
世
と
あ
の
世
 

 
 

 
 

感
じ
な
い
。
…
…
 が
 し
 

 
 

 
 

て
 "
 
現
象
す
る
 "
 。
 そ
 

 
 

 
 

の
中
の
一
点
に
お
い
て
 

 
 

 
 

 
 

コ
ス
 は
、
永
遠
に
神
 か
 

 
 

 
 

も
の
は
世
界
の
原
理
と
 

 
 

 
 

 
 

し
 、
わ
れ
わ
れ
 

 
 

 
 

ら
 世
界
の
う
ち
に
い
わ
 

 
 

ッ
ト
 ー
の
発
言
は
、
神
学
へ
の
す
り
か
え
で
あ
っ
て
 、
 
こ
れ
は
も
は
や
宗
教
学
 

 
 

 
 

の
ア
ン
テ
ィ
ノ
 
、
、
、
｜
 

」
（
 

5
 
4
 

）
 

 
 

 
 

自
由
と
必
然
 ヒ
 か
ら
の
 

的 
  g 、 オ 
考ツ 過ト 

下里   

を は 
用 こ 
い の 

る よ 
力 ) ， つ 

も ァよ 

知 別 
れ 途 
な の 
い コ許 一 を 
児 子 

6  %L 
若 し 
に な 
ょ が 
，り 
て も 

ま、｜ 正 明確 

こ @C 
の は 
矛 意 
盾 識 
@C  し 
苛 て 
異 お 

  
抱 晩 
く 年 
で の 

あ 著 
ろ 作 

  
し い 
か て 
し も 
こ 依 
の 然 
矛 と 

盾 し 

は て 
- - - u ム 冊 批 
連 判 

(58) 

基
底
で
あ
ろ
う
。
 

 
  

 



  

 
 

 
 

こ
ろ
の
「
関
係
の
感
情
 

5
 

  

 
 

 
 

 
 

 
 

自
己
感
情
で
は
な
く
し
て
、
）
 

(
5
9
 

自
体
で
は
な
い
し
、
も
ち
 ろ
 

と 現象学的問題  
 

 
 

場
 を
と
る
限
り
、
依
然
 

 
 

 
 

「
 ヌ
 ミ
ノ
ー
 ゼ
 の
感
情
 

 
 

 
 

、
そ
れ
以
外
の
方
法
で
 

 
 

 
 

心
ヱ
 
ノ
几
 

レ
ヰ
へ
ヰ
 

バ
 ン
 
が
 

」
と
 

（
 
0
 
5
 

）
 質 

 
 

 
 

求
め
て
み
た
い
。
 

 
 

 
 

座
 が
そ
こ
に
据
え
る
 

 
 

の
 本
質
連
関
に
働
く
直
接
的
「
 視
 」
に
 、
 一
つ
の
特
殊
な
理
解
の
場
が
開
け
て
き
 

五
 

 
 

 
 

、
か
く
し
て
理
性
と
 

 
 

 
 

と
は
、
人
間
に
と
っ
て
 

 
 

 
 

も
 、
そ
の
背
後
で
は
 主
 

 
 

 
 

で
あ
る
。
た
だ
わ
れ
わ
 

 
 

 
 

て
い
た
と
い
う
こ
と
で
 

あ
り
、
そ
れ
以
上
で
は
な
い
。
 



 
 

づ
け
る
当
の
も
の
で
あ
る
。
（
 

6
 
0
 ）
 

 
 

 
 

か
な
る
も
の
か
を
、
 
オ
 

 
 

 
 

（
 
0
 眩
申
田
 ）
と
い
う
二
二
口
 

 
 

 
 

て
 固
定
さ
れ
て
い
る
。
 

 
 

 
 

る
 

 
 

ニ
 
Ⅰ
Ⅰ
 
ノ
三
 
Ⅰ
 

レ
 
リ
マ
：
・
・
 

l
l
 

こ
の
要
素
が
 

 
 

 
 

客
観
と
は
関
係
し
な
い
 

 
 

 
 

 
 

か
ら
で
あ
る
。
苦
し
み
 

 
 

 
 

そ
の
点
に
お
い
て
 

 
 

 
 

、
由
ョ
 0
 （
 
ざ
局
 そ
の
も
の
 

 
 

 
 

 
 

い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
 

 
 

 
 

の
 意
味
を
失
っ
て
し
ま
 

 
 

 
 

客
観
の
理
解
で
あ
り
、
 

 
 

 
 

 
 

 
 

い
 
す
尺
ま
る
で
は
な
く
て
、
 

 
 

 
 

 
 

の
 内
容
は
、
一
切
の
自
 

 
 

 
 

 
 

て
く
る
」
（
 

6
 
5
 
 

）
 の
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

性
の
根
拠
と
し
て
前
提
 

 
 

 
 

で
あ
り
、
第
四
に
は
感
 

（
 
榔
 ）
 

（
㏄
）
 

 
 

 
 

れ
る
も
の
と
性
格
を
同
 

(60) 60 



 
  

 

 
 

 
 

的
 過
程
を
詳
し
く
検
証
す
る
 

 
 

 
 

つ
ま
り
 憶
 攻
め
ハ
ミ
り
の
 

叶
 

 
 

 
 

、
 右
の
事
情
に
よ
る
。
即
ち
 

(61) 

と 現象学的問題 

  ま も Ⅰ 、 ・間 ヰ八 し 

個 接 か   
知 解 ォ 
覚 る   

に 王 ト 

お 張 l 
い す の 
て る 所 
表 の 説 

ゑ、 み に 
す で 対 
る る し 
限 っ て 

りで ナミ ⑧ 届 

性力 ｜ またま、 コ 
こ 力 lL 、 
の ン ，清 
客 ト か 
観 的 L 
へ な と 
の 綜 い 
直 合 う 
接 す 設 

小生 る 日当 己 

を 第 を 
す 三老。 手に る 

す を 誤 
る 入 り 

こ れ を 
と る お 
は 方 か 
で 法 し 

き は 、 

ナ 不功加速 ・Ⅰ， よ、 士 、内 
。 感 的 

批 の 客   
主 接 に 
義 性 関 

の に し 

  
 
 

 
 

を
 規
定
し
て
 

 
 

 
 

規
定
さ
れ
て
 

 
 

 
 

る
 。
 

 
 

 
 

的
確
実
性
 

 
 

 
 

え
ば
 
z
 の
 仁
 

 
 

 
 

の
よ
う
な
 直
 い

る
の
で
 

（
 
2
 ）
 

い
る
。
 
そ
 

を
も
っ
て
 

の
の
 
ア
 o
p
 
い
 の
 ｜
 

接
的
視
を
 

 
 

 
 

律
は
神
津
に
埋
没
す
る
 

 
 

 
 

 
 

よ
く
理
解
と
か
次
第
に
明
瞭
に
と
い
っ
て
い
る
の
は
、
 間
接
的
理
解
か
ら
直
接
 

 
 

 
 

教
 的
作
用
は
、
図
式
 

 
 

 
 

さ
し
く
こ
の
直
接
的
 視
 

 
 

 
 

よ
り
ふ
か
く
現
象
の
核
 

 
 

 
 

拠
 が
実
は
主
観
自
身
の
 



@c  3  間 在 向 
同 な 題 主 に 宗 ろ 。 う 。 ミ ノ獲宗 を 

見 l 得 教 
一 な。 いを 意 、 義お か い研 教 る ゼ し に 
の こ 味、 も て ，ラ巳 角 の た お 
で れ の 出 現 に 度 客 と け 
も を 問 よ わ お に 観 。 い る 

こと t ま 、， ての 密 と をか 

か 都 着 か を 
か 度 し げ 要 
る " て る 求 
乖 真 お の す 
駿 性 理 り も る 

な 要 題 う れ け 
い す と と て る 

。 る し す い 一 

  

  

題 関 服   
  
刀 。   教 

実   
    いし 提示 する す 関 分 の 超え 循環 とものしてる基 析 」 て 6 （ ） 5 

、 で 水 司 る 論 
事 も 的 一 棟 は 
実 な 性 祝 祷   

で か 格 さ し さ 

ある しはれてま " こ " " ざ 
と 一 れ 木 そ ま 
満 義 と 質 の な 
足 的 変 の 内 方 

よ か っ 事 
つ ら て 実 ので 問題を示， ウ 、追 止む ある ては 直接 よい 問題 """" ノ， Ⅹ して の検 って をえ 

オ 的 だ と ぃ 証 側 な   
  ソ に ろ 権 な を え い オ 

し ' 一 - ま ｜ ・   利 ト｜ 問 規定う。 し ト 

の す オ 題 
主 る ッ は   
要         す窯 ろ ） なこ 

が め 
  点、 っ は 上 
を て 宗 に 
な 原 敬 述   
す 理 現 べ 薫 る ト 目 

味 r l % 
も の、 上家き かた す 還 @c  々 を 

が 木 ら っ 

、 質 い た 図式 が る 」 コ 元 とっ 

実 の き よ 、 め て 化 
は 問 な う 

最 題 り に   
も に 宗   
オ よ 教 ヌ 
  ソ っ の ミ 

ト て 本 /   
的 ち へ ゼ 
な に と の 
優 真 飛 感   
れ 理 び 情 
た の 出 に 

おい 核心 問題 し、 
を に 聖 て 
形 判 な   

批 

成 走 る 一 つ め   
し を も っ 
て 下 の の 

    
あ ま ヌ 里正 と 、 理 求 

(62)@ 62 



R. オ， ト一と現象宇内問題 

 
 

 
 

 
 

「
妥
当
」
問
題
も
一
義
 

 
 

 
 

す
る
立
場
も
あ
る
。
 

 
 

 
 

客
観
に
つ
な
が
る
現
象
 

 
 

 
 

問
題
提
起
で
あ
っ
て
 
、
 

（
 
W
 ）
 

 
 

 
 

批
判
の
立
場
で
あ
ろ
 

 
 

 
 

0
 局
面
で
捉
え
る
こ
と
 

の
離
 か
し
さ
を
論
じ
て
き
た
つ
も
り
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

と
い
う
場
合
の
一
般
的
 

 
 

題
の
方
向
に
お
い
て
大
筋
の
一
致
を
見
せ
な
が
ら
も
、
 

各
部
分
で
の
問
題
徹
底
 

 
 

 
 

 
 

性
を
欠
い
て
い
る
と
い
 

 
 

 
 

る
 。
「
宗
教
的
意
識
の
理
 

 
 

 
 

っ
 た
と
私
に
は
思
わ
れ
 

 
 

 
 

と
そ
の
相
関
者
の
間
の
 

 
 

 
 

性
 を
そ
な
え
た
発
展
に
  

 

（
㏄
）
 

(
6
3
 

 
 

 
 

の
の
二
の
希
望
を
満
し
て
 

 
 
 
 

 
 

 
 

論
か
ら
宗
教
を
説
明
し
 



い の し だ か だ 意 も る し 

% ） て （ 二 3 （ ） 2 ） （ 1 分立 た点 問題 意 ろ ここ 関 よる お けを 識内 しれ 事柄 

 
 

年
 ）
二
三
 0
 頁
 。
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ア
 l
 月
よ
の
の
 
-
 
の
 
0
 オ
 0
 

  

 
 

 
 

家
領
域
に
属
す
 

 
 

 
 

は
 舌
口
え
な
Ⅱ
Ⅲ
 

か
 

（
㏄
）
 

 
 

 
 

「
本
質
関
連
の
 

 
 

 
 

記
述
の
稀
薄
さ
 

 
 

 
 

場
 で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
は
出
て
こ
な
い
で
あ
ろ
う
。
 

 
 

 
 

に
な
る
か
、
 か
 

 
 

 
 

な
ら
な
い
 0
 た
 

 
 

 
 

と
な
が
ら
、
 む
 

 
 

 
 

甲
田
 の
 ㏄
の
目
の
規
定
に
よ
れ
ば
、
現
象
学
と
は
専
ら
 取
扱
い
の
 
毛
は
 

 
 

 
 

が
 訊
ね
ら
れ
て
 

（
Ⅰ
 

こ
 ）
 

に
 、
オ
ッ
ト
ー
の
所
論
の
大
き
さ
を
思
う
の
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

し
た
り
、
あ
る
い
は
 宗
 
4
 

 
 

 
 

 
 

と
が
無
縁
に
相
反
す
る
 

 
 

 
 

 
 

と
い
う
 舌
且
某
 
で
し
ば
し
㏄
 

 
 

 
 

ま
る
と
い
う
批
判
に
関
 



R. オノ ト一と現象学的問題 

 
 

 
 

 
 

下
ヨ
ト
 

え
ば
コ
 

の
ぎ
，
 

・
 
オ
は
 

つ
 
岸
の
 

む
 
す
 
ユ
 
ぎ
幅
の
コ
 

は
 5
 
 
 

 
 

 
 

下
 
㏄
 &
.
8
 
 
昌
巳
の
 汀
コ
 

ト
 
の
の
㏄
 
煥
，
の
 
・
 
め
ド
 
の
 曲
 

（
 
騰
 ）
 
し
毬
 二
の
ま
 お
 ・
中
の
田
 

（
㎎
）
的
す
 &
.
 
の
・
の
 
ひ
 

（
 
W
 ）
い
ヴ
 ロ
，
の
 
・
の
 
ト
 

 
 

 
 

 
 

 
 

の
の
の
 

 
 

 
 

・
 ト
 
の
の
～
・
の
 

e
 ト
 
耳
目
 
樺
お
 

 
 

 
 

の
に
詳
し
い
叙
述
 

 
 

後
に
触
れ
る
。
 

 
 

の
 
N
 
の
・
 
ト
 （
傍
点
は
引
用
者
、
以
下
同
じ
じ
 

 
 

 
 

コ
，
 ㏄
Ⅱ
の
 

匹
笘
 
年
ト
 の
ト
ゴ
 

目
白
コ
 
0
 
す
 0
 
コ
）
の
の
 

寒
 。
 
@
 ひ
 
。
 
，
 縛
の
 

（
は
）
 し
 ヴ
年
・
の
・
）
）
 

（
 
穏
 ）
Ⅱ
 ヴ
年
 
・
縛
め
 
P
 
 
レ
コ
ヨ
 

 
 

汀
 。
 
ざ
モ
 P
,
 お
 宅
に
転
写
さ
れ
討
論
さ
れ
て
い
る
。
 

 
 

 
 

と
の
接
触
に
よ
っ
て
 現
 

 
 

 
 

の
の
 

o
h
 
 

オ
 田
舟
～
 

o
u
 

の
 

 
 

 
 

的
 系
譜
の
な
か
で
 

 
 

リ
く
 
0
 
 
の
井
目
 

年
セ
 0
h
 
 

オ
の
コ
い
ノ
 

0
 コ
 ・
 z
0
 
ミ
ぺ
 。
Ⅰ
 
マ
，
ト
 
の
の
の
、
 

ロ
 ・
の
）
・
）
 

 
 

別
掲
 書
 九
八
頁
、
 註
 
（
 
終
 ）
。
 

 
 

口
 Ⅰ
・
 
ゲ
 の
・
 
0
 の
の
 
目
 

（
Ⅰ
 
1
 ）
 め
ヴ
年
，
の
 

・
 
N
 ㏄
の
 



 
 

0
 
ミ
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。
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プトレマイオス 派のバノーシス 神話 

ト派スス 」 " " 最 

  

    ク い 

われ 前者 これ ス 、 
の ら プ る   
灼 々 マ レ 
人 は 々 ン 

ティ 大別物は オス 

の ア し 、 /   シ 二   
わ ） は 神 ふ た 
れ に 反 語 ） い 
は は 異 は に わ   

接   

tc 、 い メ     

後 わ ス、 名 
こ お 反 し 者 ゆ を 

る る ァ 知 

代 表アシ r ク 3  れ 井   す チ オ て 
重 も の fc る ト 二 い   者 リ コ る 

は ア ス 人   へ 派 " 々 
事 と べ ノ 原 マ ラ 」 ア に 
を 略 き l 型 ィ 
奏 詞 で シ と オ 
照 ） あ ス な ス   

す と ろ 諾 っ 派 ン タ ン ン 
と り ド ド 

るで 由う神 幹と話 たに エ席 フ ァ ロ ゥ 
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シ
ス
神
話
 

1
 。
 そ
の
展
開
と
構
成
 1
1
 



一
 

神
話
の
展
開
 

Ⅰ
 
プ
し
 
ノ
ー
ロ
ー
マ
由
夫
 
升
 （
Ⅰ
 い
 、
）
ー
 
N
 、
 
小
 
Y
 
レ
 

 
 

 
 

全
き
ア
イ
オ
ー
ン
」
 

 
 

 
 

っ
た
 」
。
そ
し
て
、
 

彼
 

 
 

 
 

ュ
 ト
ス
は
「
自
分
の
中
 

 
 

 
 

存
在
す
る
 シ
ゲ
 ー
の
中
 

 
 

 
 

パ
テ
ー
ル
に
「
類
似
し
 、
 

 
 

 
 

）
と
も
呼
ば
れ
る
。
 

 
 

 
 

ヌ
ー
ス
、
ア
レ
ー
テ
 

 
 

も
の
）
が
成
立
す
る
。
 

百
丈
に
、
こ
の
モ
ノ
Ⅰ
 ワ
矛
｜
ス
が
 
「
 ロ
 。
コ
ス
」
（
舌
口
薬
）
 

 
 

両
者
か
ら
、
ア
ン
ト
 

 
 

 
 

的
オ
グ
 ド
ア
 
ス
 
（
八
つ
 

 
 

 
 

 
 

 
 

し
た
と
い
わ
れ
る
。
（
 以
 

上
拝
こ
 。
 

話 あ 
の 似 ろ 

下に 構造 っ 。 ・ 

を お 
重 い 

  
鳥、 わ 
わ れ 
れ わ 
る れ 
概 は 
含 ま 
に ず Ⅱ 貝 

し 神 
て 話 
成 の 
立 展 
史 開 
的 を 

に介 
析 資 
す 料 

  
{C 
よ 
  

て   
ア 

ク 

ス 

@ 

を 
再 
建 
し 
よ ナ @ 
が 

ナら 

辿 

り、 

次 

こ、 ｜ 

中 古Ⅰ ， 
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デ
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ね
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（
「
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て
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へ
 
）
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に
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「
父
の
偉
大
 

 
 

 
 

え
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し
か
し
、
 
シ
ゲ
 

ヱ
ン
ノ
 

イ
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よ
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と
 欲
し
た
た
め
に
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ぃ
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を
知
ろ
 
う
と
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求
 で
あ
り
、
そ
の
起
源
 

 
 

 
 

で
あ
ろ
う
。
（
以
上
 

ゆ
 -
 ト
 
）
 0
 

 
 

 
 

対
す
る
「
パ
ト
ス
」
 

 
 

（
 
3
 ）
 

 
 

 
 

大
い
な
る
「
苦
難
」
に
陥
っ
た
。
彼
女
を
こ
の
苦
難
 か
ら
救
い
、
彼
女
を
「
 固
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

の
 エ
ン
テ
 ュ
 メ
ー
シ
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Ⅱ
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凹
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テ
ュ
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ー
シ
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、
 形
も
な
く
像
も
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っ
て
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、
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ク
ノ
ー
シ
ス
に
 

 
 

 
 

に
 帰
る
の
で
あ
 

 
 

 
 

リ
ス
ト
に
因
ん
で
 

 
 

 
 

で
あ
る
が
、
木
口
 

ィ 混 て を レ ス ス 

 
 

 
 

0
 エ
ン
テ
 ュ
 メ
ー
シ
 

 
 

の
で
、
「
 形
 な
く
像
も
な
か
っ
た
」
。
（
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 さ
 

 
 

 
 

出
し
た
。
こ
れ
は
 プ
 

 
 

 
 

が
 知
ら
れ
ざ
る
こ
と
 

（
 
く
 
Ⅰ
）
 

知
ら
せ
る
た
め
で
あ
る
。
（
 N
,
 
ど
 

 
 

 
 

）
に
な
っ
た
。
そ
し
 

 
 

最
も
す
ば
ら
し
い
も
の
と
し
て
持
っ
て
い
る
も
の
を
 持
ち
来
り
」
、
そ
れ
を
 

 
 

 
 

レ
 ー
ロ
ー
マ
の
 星
 」
 

 
 

 
 

れ
た
の
で
あ
る
。
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の
た
め
に
、
彼
女
は
四
種
類
の
「
パ
ト
ス
」
に
陥
る
。
 

そ
れ
は
「
リ
ュ
 
ペ
止
 

 
 

 
 

し
か
し
彼
女
に
は
、
 

 
 

 
 

（
以
上
か
・
）
）
 

 
 

 
 

ス
 の
あ
ら
ゆ
る
心
魂
 

 
 

 
 

の
が
、
彼
女
の
笑
 い
か
 

 
 

（
狼
狽
）
か
ら
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の
世
の
身
体
的
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た
か
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で
あ
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。
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オ
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 吏
て
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ン
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て
ぺ
騰
丈
 

Ⅹ
 

 
 

 
 

ぽ
 す
こ
と
が
で
き
な
か
 

 
 

「
ヒ
ュ
レ
ー
」
（
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質
）
に
変
え
た
。
こ
う
し
て
、
 

非
 身
体
的
ヒ
ュ
 
レ
 ー
は
 身
 

 
 

 
 

ロ
ぺ
｜
 か
ら
受
難
し
 ぅ
 

 
 

 
 

ア
カ
 モ
ー
ト
は
 ソ
 ー
 テ
 

 
 

 
 

ん
だ
。
（
以
上
キ
 （
 
ぢ
 
8
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｜
 レ
ナ
 在
 

 
 

 
 

ス
 か
ら
物
質
的
な
も
 

 
 

 
 

ア
カ
 モ
ー
ト
は
心
魂
的
 

 
 

 
 

も
の
の
「
 王
 」
と
し
て
 

「
デ
ー
 ミ
 ウ
ル
ゴ
ス
」
を
造
っ
た
。
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｜
ト
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㌢
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と
っ
た
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そ
し
て
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れ
が
、
「
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 と
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従
っ
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」
（
木
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q
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。
 

沫
穴
へ
 

@
 
 

ハ
ツ
も
 

Ⅰ
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o
 

、
 
、
 
e
 も
へ
て
 

Ⅱ
 
レ
 

 
 

 
 

在
す
る
。
そ
れ
故
に
 、
 

 
 

人
間
は
「
皮
の
衣
」
を
看
せ
ら
 

た
こ
れ
力
感
覚
的
。
Ⅰ
。
 

力
 
（
 
0
 
1
 ）
 
ド
 
、
 
4
 

肉
体
な
の
で
あ
る
。
（
 以
 

と 
地 ヂ 
を l 
造 ミ 

  
心 ゴ Ⅱ 王 

魂 ス 

的 と 物 
な 物 質 
も 質 界 
の 界 （ 
と の Ⅰ 

物 成 9 

は｜ 質的 ㏄ 立 （ 
な 、 u.  b 

もい のの "" I " P ぃ 
廿     

右 め ） つ ・ さつ 

も デ ） 
0  l と 
在 ウ 
の ル 
も ゴ   

茎 耳 

0 、スま、 １ 

い ヨ巨 

も 身 
0  4 本 
と 的 
重 な 
い も 

も の 
の か 
ブリ 

上 身 
る 休 
も 的 
の な 
と も 
下 の 
る + 古 
も 分 
の け 
め て 

形   
威 夫 
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し お 立 そ 者 
っ の た   

通
し
て
 

、
受
洗
 

ア
カ
 
モ
 

レ
ー
・
 
口
 

的
な
も
 

 
 

水
が
管
 右
 

 
 

オ
ー
 ン
 ）
 

 
 

千
 リ
ス
ト
 

 
 

原
型
を
保
 

 
 

イ
 コ
 ソ
 」

通
っ
て
流
れ
る
よ
ろ
 

か
ら
生
じ
た
あ
の
 ソ
 

・
イ
エ
ス
は
 、
 次
の
 

っ
て
い
る
。
す
な
わ
 

ミ
ア
 、
ソ
ー
テ
ー
ル
 ，

こ
、
 マ
 リ
 

｜
 テ
ー
ル
 

四
つ
の
 要
 

ち
 彼
は
 、
 

か
ら
成
立
 ア

を
 通
っ
て
来
て
 、
 

が
、
 鳩
の
形
で
下
り
 

素
か
ら
成
り
立
っ
て
 

ア
カ
 モ
ー
ト
に
由
来
 

し
て
い
る
。
そ
し
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彼
に
由
来
す
る
心
魂
と
こ
の
物
質
的
か
ら
 

る
 」
。
こ
の
こ
と
を
デ
ー
 ミ
 ウ
ル
 ゴ
ス
 は
 、
 

魂
を
 デ
ー
 ミ
ウ
 ル
 ゴ
ス
 か
ら
、
か
ら
だ
を
 

あ
る
。
（
以
上
の
・
 
8
 

こ
う
し
て
、
人
間
に
は
三
つ
の
存
在
が
 

こ
と
が
で
き
な
い
。
次
に
、
心
魂
的
な
も
 

行
く
。
そ
し
て
、
霊
魂
的
な
も
の
が
遣
わ
 

に
お
い
て
そ
れ
と
共
に
教
育
さ
れ
、
上
方
 

あ
る
。
そ
の
た
め
に
、
こ
の
世
が
備
え
る
 

下
の
キ
リ
ス
ト
（
 P
 ニ
ゴ
り
 ）
 
ソ
｜
 

モ
ー
ト
か
ら
霊
魂
的
な
も
の
を
、
デ
ー
、
 
、
、
 

た
 。
し
か
し
、
彼
は
物
質
的
な
も
の
を
 受
 

も
っ
と
も
、
デ
ー
 ミ
 ウ
ル
 ゴ
ス
 が
キ
リ
 

 
 

全
き
ロ
ゴ
ス
を
受
け
る
用
意
を
す
 

 
 

の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
人
間
は
 、
心
 

 
 

を
母
 ア
カ
モ
ー
ト
か
ら
所
有
す
る
の
で
 

 
 

び
 ゆ
く
も
の
で
、
不
死
の
息
を
受
け
る
 

 
 

あ
っ
て
、
そ
れ
が
志
向
す
る
と
こ
ろ
に
 

 
 

結
び
つ
い
て
、
形
成
さ
れ
、
道
行
き
 

 
 

は
 
「
感
覚
的
教
育
手
段
」
が
必
要
で
 

 
 

 
 

救
 う
 た
め
に
来
臨
し
た
。
彼
は
 ア
ヵ
 

 
 

ミ
ア
 
（
 
経
倫
 ）
か
ら
か
ら
だ
を
と
っ
 

け
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
（
以
上
 9
 ご
 

 
 

と
し
て
流
出
し
、
彼
に
つ
い
て
預
言
 



る が る で て 

Ⅳ
万
物
の
完
成
（
 メ
ゲ
 S
 

 
 

 
 

１
％
 に
 入
り
、
す
べ
 

 
 

 
 

が
 全
プ
レ
ー
ロ
ー
マ
 

 
 

 
 

使
 た
ち
に
委
ね
ら
れ
 

 
 

 
 

、
こ
れ
ら
の
す
べ
て
 

 
 

 
 

消
耗
 し
、
 無
に
帰
す
 

の
で
あ
る
。
（
以
上
 メ
ご
 

 
 

 
 

。
そ
し
て
、
受
難
 

 
 

 
 

キ
リ
ス
ト
を
通
し
 

 
 

 
 

を
 拡
げ
、
ア
カ
 モ
 

 
 

 
 

プ
レ
ー
ロ
ー
マ
に
 

る
 出
来
事
の
儀
な
の
で
あ
る
。
（
以
上
 q
.
 
ぷ
 

 
 

 
 

約
束
が
来
る
で
 

・
 
つ
 」
 0
 
 
（
の
 
、
ト
 
）
 

し
た
 

て
上
 

1
 
ト
 

お
け
 

あ
ろ
 

 
 

 
 

 
 

ま
た
元
来
受
難
で
き
ず
、
㏄
 

し て 
て   

  
そ の 

れ 四 
故 つ 
に の 
彼 要 
が 素 

ピ 一 中 、 
  

  
も ソ 

と @ 
に テ 
連 l 
れ ル 
て は 
こ 受 
ら 難 
れ し 

た な 
と か 

きっ 、 た 
彼   
に 彼 
下 は 一 
つ プロ 

た 来 

捉え 「 キ 
1)@ @ 
ス れ 

  
雲 見 

」 ら 

は れ 
と ・ え 
り な 
あ か 
げ っ 

" り ホ こ 

れ か 
ナ こ " ら 

の で 
で あ 
あ る る 
  そ 

  7& 



 
 

 
  

 

 
 

 
 

 
 

を
 成
立
史
的
に
論
じ
な
が
 

 
 

(79) 

 
 

 
 

 
 

 
 

二
グ
 ノ
ー
シ
ス
神
話
の
構
造
 

 
 

派
 

 
 

 
 

て
 辿
っ
て
き
た
。
次
に
わ
れ
 

話
の
場
所
に
安
息
す
る
。
（
以
上
 
ゴ
 8
 

枠
 

 
  

 

 
 

も
の
、
心
魂
的
な
も
 

 
 

、
セ
ッ
が
存
在
し
た
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
 そ
れ
ら
は
「
三
つ
の
 本
 

 
 

 
 

災
も
，
帥
セ
 

・
 隠
 ㍉
㌧
 
斗
 Ⅰ
玉
て
。
 

り
 
）
 

 
 

 
 

的
な
も
の
は
、
よ
り
よ
 

 
 

 
 

れ
も
ま
た
（
悪
し
き
も
 

 
 

 
 

い
て
悪
し
き
も
の
」
 

 
 

 
 

き
も
の
は
そ
れ
を
受
け
 

 
 

 
 

な
も
の
は
、
乳
児
の
ま
 

 
 

 
 

｜
 テ
ー
ル
の
天
使
た
ち
 

 
 

 
 

ウ
ル
コ
ス
 と
 共
に
中
間
 



八
人
間
 

 
 

 
 

魂
 的
な
も
の
、
 
デ
｜
 

 
 

 
 

魂
 」
と
い
・
 っ
 「
本
質
」
 

1
 
 ソ
フ
ィ
ア
 

 
 

 
 

臣
ん
 

@
 
ム
 刀 
：
 
Ⅰ
 

 
 

 
 

、
ス
キ
 

 
 

 
 

｜
ミ
ウ
 

（
 
け
ル
 

）
 

 
 

 
 

マ
レ
ー
ノ
 

ま
 

 
 

 
 

て
い
る
 

る
 。
 

 
 

 
 

テ
ィ
 

 
 

 
 

１
ロ
 ｜
 

 
 

 
 

シ
ス
）
 

 
 

 
 

帰
り
」
 

 
 

 
 

る
 。
 こ
 

 
 

 
 

ィ
ア
 /
 

 
 

貧
果
 力
導
ノ
 

。
 
コ
 @
 

Ⅰ
，
。
（
 

さ
れ
る
の
で
あ
る
 
1
 
3
 

）
 

ノ
ス
 に
固
有
な
 

マ
 の
外
側
に
迷
 

に
則
し
て
、
 ア
 

（
 エ
 ピ
ス
ト
ロ
 

の
デ
ー
 ミ
 ウ
ル
 

ア
カ
モ
ー
ト
に
 

っ
た
 。
す
な
わ
 

ア
 
（
 
影
 ）
と
夫
 

ル
ゴ
ス
 を
生
ん
 

ク
ス
派
 や
テ
オ
 

よ
 う
 に
思
わ
れ
 

(80)  80 
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ヴ
ァ
レ
ン
テ
ィ
ノ
 

が
想
定
さ
れ
て
は
い
 

（
 
6
 ）
 

て
い
た
 0
 こ
れ
が
 プ
 

考
え
ら
れ
る
こ
と
に
 

第
一
は
、
プ
レ
ー
 

ィ
ア
 を
、
彼
女
の
 
ェ
 

マ
 内
の
三
十
の
ア
イ
 

彼
女
の
パ
ト
ス
か
ら
 

 
 

キ
リ
ス
ト
の
ほ
か
に
、
イ
エ
ス
 と
 

 
 

こ
で
は
キ
リ
ス
ト
と
イ
エ
ス
の
関
係
 

 
 

間
 観
に
別
 応
 し
て
、
三
人
の
キ
リ
ス
 

な
る
の
で
あ
る
。
 

 
 

キ
リ
ス
ト
。
彼
は
プ
レ
ー
ロ
ー
マ
 

 
 

｜
 ロ
ー
マ
の
内
側
に
救
済
す
る
。
 

 
 

｜
 テ
ー
ル
。
彼
は
エ
ン
テ
 ュ
 メ
ー
シ
 

 
 

使
 た
ち
と
 ア
カ
 モ
ー
ト
か
ら
霊
的
 種
 い

う
も
う
一
人
 

が
不
明
の
ま
ま
 

ト
 な
い
し
は
 イ
 

の
外
に
脱
落
し
 

第
二
は
、
プ
レ
 

ス
（
 ア
カ
 モ
 ー
 

子
を
生
ま
し
め
 る ト l た ェ 残 の 
。 ） コ ソ ス さ 存 

第 を l フ が れ 在 

81@ (81) 

Ⅲ
キ
リ
ス
ト
・
イ
エ
ス
 

 
 

 
 

性
を
与
え
る
が
、
し
か
 

 
 

 
 

、
そ
れ
を
形
成
す
る
か
 

 
 

 
 

り
 、
そ
れ
を
退
け
る
も
 

 
 

 
 

類
 に
お
い
て
」
存
在
す
 

 
 

 
 

論
は
認
め
ら
れ
な
い
の
 

で
あ
る
。
（
 

5
 
1
 

）
 

 
 

 
 

q
e
n
 

へ
も
 

（
の
で
つ
 

へ
 
）
 ネ
ヒ
 
は
な
 

 
 

 
 

と
 共
に
「
形
成
さ
れ
、
 



こ
う
し
て
 

徹
さ
れ
る
。
 

ノ
ー
シ
ス
」
 

知
ら
れ
ざ
る
 

Ⅳ
グ
ノ
ー
シ
ス
 

 
 

 
 

珊
の
中
に
貫
 

 
 

 
 

さ
に
「
 グ
 

 
 

 
 

来
す
る
、
 

 
 

 
 

る
 
「
か
た
 

（
 
Ⅰ
）
 

イ
 

 
 

 
 

に
し
て
 

 
 

 
 

ら
だ
 を
 

 
 

 
 

ア
カ
モ
 

 
 

 
 

に
 プ
レ
 

 
 

 
 

の
テ
ト
 

 
 

 
 

ト
、
中
 

 
 

 
 

、
 下
の
 

 
 

 
 

の
で
あ
 

 
 

 
 

」
の
 数
 

 
 

 
 

さ
れ
た
 

 
 

 
 

0
 世
 的
 

（
 
ヰ
士
 

8
 ）
 

則
応
 す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
 

も
こ
の
中
に
 キ
 

と
る
が
、
彼
の
 

｜
ト
に
 由
来
す
 

｜
 ロ
ー
マ
か
ら
 

り
ラ
ク
テ
 
ュ
ス
 

間
界
 に
関
わ
る
 

キ
リ
ス
ト
も
ま
 

る
。
こ
こ
で
 
ソ
 

を
確
保
す
る
た
 

の
は
「
肉
体
」
 

な
人
間
理
解
に
 

(82') 82 



プトレマイオス 派のバノーシス 神話  
 

 
 

求
め
た
」
 
稔
 ・
 H
 ）
こ
と
 

 
 

 
 

に
 移
し
た
ソ
フ
ィ
ア
に
 

 
 

 
 

が
 e
 。
そ
の
際
、
プ
レ
 
め
 

 
 

 
 

 
 

」
（
 a
 ）
、
他
方
に
お
 い
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ア
イ
オ
ー
 ン
 の
秩
序
を
 

 
 

 
 

性
を
知
ら
せ
よ
う
と
 

 
 

 
 

ノ
ー
シ
ス
に
お
い
て
」
 

 
 

 
 

て
 、
こ
の
㈲
㈲
何
の
 

 
 

お
い
て
繰
り
返
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
 （
 
紐
 
9
 ）
 

 
 

 
 

お
け
る
グ
ノ
ー
シ
ス
 

 
 

シ
ス
派
か
ら
導
入
さ
れ
た
も
の
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
 
ち
に
止
し
ら
ん
 

は
 
ド
 、
 ㍉
ヨ
ハ
ネ
小
の
 

 
 

 
 

か
た
ち
（
 セ
 o
b
 
で
 も
）
 
を
 

 
 

 
 

ア
ポ
ク
リ
ュ
フ
オ
ン
 し
 

 
 

 
 

と
し
て
の
ソ
フ
ィ
ア
が
 

 
 

 
 

自
己
の
神
話
論
の
ラ
イ
 

 
 

 
 

よ
っ
て
か
た
ち
づ
く
ら
 

 
 

 
 

を
 わ
れ
わ
れ
の
神
話
の
 

中
に
辿
っ
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。
 



 
 

 
 

る
 

 
 

 
 

 
 

 
 

る
 

 
 

た
ら
す
グ
ノ
ー
シ
ス
に
よ
っ
て
導
入
さ
れ
る
（
 b
 ）
。
  
 

 
 

 
 

的
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

し
 

（
 
9
8
 。
 

て
 人
間
の
中
に
霊
的
 

（
 a
 ）
。
 

こ
で
は
じ
め
て
 
ア
力
 

人
間
も
物
質
界
を
離
 

か
ら
 母
 ア
カ
モ
ー
ト
 

て
 、
物
質
界
は
火
に
 

ま ｜ 

かア 公 切をたきたさ ル栗 憶 、 っ 

り 力 ） 彼 さ 田 」 て 

 
 

 
 

を
か
た
ち
づ
く
 

 
 

て
の
み
で
あ
り
、
グ
ノ
ー
シ
ス
に
お
い
て
で
は
な
い
」
 （
 
Ⅹ
抗
れ
（
Ⅱ
 

@
 
@
 
 

o
c
 
Ⅰ
 へ
漠
て
 

 
 

 
 

ト
を
 求
め
る
が
 

 
 

 
 

ス
 ・
ソ
ー
テ
ー
 

 
 

 
 

良
 Ⅱ
 
聚
 
@
 
 
Ⅰ
Ⅰ
 
）
）
 

e
 も
（
 
て
 

 
 

で
き
な
い
。
 

 
 

 
 

知
ら
な
か
っ
た
 

 
 

 
 

因
 が
実
は
彼
の
 

ぃ わか 「 回 復 

れ た し 

るち、 （」 彼 
"  け （ " り 

の ） o 劣 ）                 
吏、 Ⅰ ノ ロ 

  

  
  
「知ら みな， 
りず、 力 さ ・ T 。 

フの 

  
知 

（ づ ら 

せる 
し 」 

  
  尤 。 ヒ 

b ） （ 、 ゆ 
  に ⅠⅠ 

「 マ 

同こ 一 
」 つ 

    

    
Ⅰ "  ン 

と は 
  そ 

と の 
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プトレマイオス 派のバノーシス M,; ぎ  
 

め
 る
。
 

証
 

 
 

 
 

の
の
 
コ
ト
 の
の
 
ロ
 ・
 つ
で
 
・
の
の
 

1
1
 

 
 

 
 

ト
 Ⅰ
体
さ
 

鉢
 
n
,
 
 

㌧
 曲
 Ⅱ
 
抜
 

こ
肚
べ
 
-
 ヨ
 ・
 
ト
ふ
｜
こ
 ㏄
に
、
そ
れ
ぞ
れ
対
照
さ
れ
て
い
る
。
 

 
 

 
 

が
な
く
」
、
「
仲
間
が
な
 

 
 

 
 

シ
ゲ
 ー
と
い
う
 女
 

 
 

上
り
 チ
 ・
 

ま
ト
 
女
士
 

 
 

て
 
B
 て
は
、
こ
の
唯
一
の
存
在
か
ら
、
 

｜
 女性
的
存
在
と
関
係
な
し
に
 
｜
｜
 

 
 

 
 

ク
レ
ー
シ
ア
が
 流
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

の
 二
対
か
ら
、
 つ
 

 
 

 
 

し
 さ
し
て
プ
ロ
パ
 

 
 

 
 

が
 、
ロ
ゴ
ス
 と
ゾ
 

 
 

 
 

八
の
ア
イ
オ
ー
 
ン
 

      (85) 

（
 
乃
 ）
 

 
 

 
 

テ
ィ
ノ
 ス
 
（
 
プ
 ト
 ン
マ
 

よ
っ
て
焼
き
つ
く
さ
れ
て
 

成
さ
れ
る
と
き
に
来
る
」
 

以
上
要
す
る
に
、
プ
ト
 

物
質
が
生
じ
た
の
で
あ
る
 

救
済
さ
れ
、
こ
う
し
て
 霊
 

派
の
神
話
に
お
い
て
は
、
 

 
 

 
 

の
で
あ
る
（
 0
,
 
じ
 。
 

 
 

に
よ
っ
て
霊
的
秩
序
が
乱
れ
、
そ
の
た
め
に
心
魂
 と
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



（（（ 8 7 6 
          
  

  
    

  
児り   固でと第は お A A  ろス は「音を と 

  
  つ チイ と 檜 兄 はち 「 。 対と、 な圧 イロ 

    

  

"  " 臼 - - 己 

キ 事     

ソ 違 
の オ l 

  
    
  
し す     胎 あ ） の ン に で   
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（Ⅰ ⅠⅠⅠⅠ 人ヘハリ 

  
12         

べ 従 も す か お 

  

  

参 

  

  征税 （・ の N Ⅱ・印 間の内耳の のあ 

  

  
・ 白 け （ 

  

  

  
    

        
の にいお 宴安   
ててし、 間 記 り 

  
削 い の を の 上       

87 (87) 



 
 

 
 

の
 起
源
で
あ
り
な
が
ら
 

 
 

 
 

を
 「
形
成
し
」
（
 

こ
 

 
 

 
 

ト
 0
 機
能
上
の
区
 

 
 

 
 

の
教
 説
の
上
に
立
 

 
 

 
 

と
 キ
リ
ス
ト
が
 、
 

 
 

 
 

ね
 、
臼
の
で
は
 
ア
 

 
 

 
 

あ
っ
た
こ
と
を
 暗
 

 
 

 
 

は
 、
拙
稿
「
 ョ
ハ
 

 
 

 
 

Ⅱ
 
り
目
 
・
 い
仁
 
Ⅰ
の
 ア
 ト
 
山
 

 
 

 
 

｜
 ど
の
参
照
。
 

 
 

0
 コ
 
0
 の
一
の
 

，
臣
 づ
め
 P
 
 
お
の
の
 
へ
 
0
0
 
、
で
 
P
 
 
お
｜
 ㏄
 
申
 参
照
。
な
お
、
 フ
ヱ
 ル
ス
タ
ー
に
よ
れ
 

 
 

 
 

て
い
る
「
大
い
な
 

 
 

 
 

教
養
学
科
 記
要
 L
 

 
 

 
 

由
 ）
と
い
う
が
、
 

 
 

 
 

性
 
（
霊
的
な
る
も
 

 
 

終
末
が
来
る
こ
と
が
で
き
る
点
で
相
違
す
る
。
 

（
 
W
 ）
（
お
三
ぬ
き
・
 浮
 Ⅰ
 0
%
 
H
 
 

き
 、
 目
 
参
照
。
 

 
 

 
 

｜
シ
ア
 か
ら
生
れ
た
と
 

い
わ
れ
る
。
 

 
 

づ
 浮
め
Ⅹ
 X
,
 つ
つ
ぷ
１
 ）
 o
A
 

参
照
。
 

 
  

 

 
 

 
 

し
か
し
、
こ
こ
に
 定
 

 
 

 
 

叩
述
 し
た
 
P
 め
｜
か
斡
 

 
 

 
 

の
 特
色
で
は
な
い
。
 

 
 

ミ
 ・
 ヴ
 の
の
・
 
ま
 １
 %
 
参
照
。
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口
 ・
の
 
ミ
ヨ
 
参
照
。
 

 
 

内
に
三
十
の
ア
イ
オ
ー
 
ン
 が
形
成
さ
れ
た
状
態
に
想
定
す
る
 
が
わ
れ
わ
れ
は
そ
れ
 

 
 

 
 

な
ら
、
以
下
の
叙
 

 
 

挺
 し
て
い
る
の
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

）
の
本
文
は
拙
稿
「
 イ
 

 
 

史
学
 L
 二
四
、
一
九
七
 0
 、
九
頁
に
訳
出
さ
れ
て
い
る
。
 

 
 

本
稿
 
一
 「
神
話
の
展
開
」
の
中
で
省
略
さ
れ
て
い
る
。
 

89 (89) 



 
 

コ
 大
字
 

 
 

番
お
話
し
 

 
 

制
度
の
抜
 

 
 

｜
ス
 だ
 つ
 

 
 

さ
れ
る
。
 

 
 

日
本
の
大
 

 
 

書
の
中
で
 

 
 

の
 改
革
で
 

 
 

の
 学
部
と
 

 
 

く
に
わ
れ
 

 
 

も
し
シ
カ
 

 
 

 
 

教
 、
他
 学
 

な
っ
て
 い
 

 
 

的
な
意
味
 

も
 含
ま
れ
て
い
る
。
 

現 書 
代 
の 
占 

J ・ 不 教 
郭 

M  学 

  
  
ガ 

  

編、 

堀   
郎 

小 駅 

野 

泰 

専甘 

 
 

々
し
い
 
 
 

 
 

百
年
）
 +
 
せ
 
9
 

 
 

も
の
で
あ
 
恥
 

 
 

究
 活
動
を
 

 
 

成
 に
あ
 づ
 

 
 

 
 

 
 

こ
と
は
ま
 

 
 

シ
カ
ゴ
 大
 

 
 

く
 世
外
の
 

 
 

別
教
授
の
 

 
 

あ
る
と
い
 

 
 

l
 ロ
 

 
 

 
 

 
 

ぅ
か
 。
 

 
 

的
 研
究
と
 

 
 

民
俗
学
、
 

 
 

据
え
て
 と
 

 
 

て
 、
シ
カ
 

 
 

か
も
宗
教
 

 
 

う
 点
で
 羨
 

 
 

申
し
あ
げ
 

 
 

も
 深
み
の
 

 
 

い
と
い
う
 

 
 

を
お
許
し
 



圭目 " Ⅰ - - Ⅱ 円 , 

  

誌   けれ 価 とかた 化デ つ いち l 生物なのはす ぅ 。 て 

え % 

  

  

6 代 ク l 彼類 値と ンか ノ け っ 秘棄 ては 疎 トか 能い 行 
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課
題
は
、
宗
教
的
人
問
 論
 
2
 

 
 

 
 

の
 喪
失
、
「
失
わ
れ
た
楽
園
 

9
 

 
 

 
 

と
も
な
う
現
代
人
の
救
済
 
箔
 

 
 

 
 

い
つ
に
、
  

 

む
し
ろ
 自
 

 
 

 
 

で
 聖
な
る
存
在
そ
の
も
の
 

 
 

 
 

た
さ
れ
て
い
る
と
い
う
。
 

 
 

0
 ァ
ず
 
（
 
0
 Ⅰ
 
せ
 ）
 

 
 

で
 解
釈
 

 
 

 
 

形
で
表
明
し
て
い
る
。
 
い
 

 
 

0
 切
れ
た
  

 

っ
た
 。
 タ
 

 
 

か
 な
こ
の
  

 

｜
 ラ
ー
の
 

 
 

い
る
と
い
  

 

ら
い
は
、
 

 
 

ア
ー
デ
の
  

 

。
し
か
も
 

 
 

 
 

っ
た
 。
こ
う
し
た
歴
史
的
 

 
 

る
 批
判
と
  

 

く
る
の
が
 

う
け
と
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
 

 
 

１
 0
 室
 概
 

 
 

 
 

レ
 ー
 ヴ
 は
、
宗
教
現
象
 

 
 

 
 

義
 、
自
然
主
義
、
心
理
主
 

 
 

 
 

れ
て
し
ま
う
還
元
主
義
に
 

 
 

 
 

る
と
 ヴ
ァ
ン
・
デ
ル
，
 
レ
 

 
 

 
 

上
 を
さ
ま
よ
 
ニ
 だ
け
で
、
 

 
 

 
 

  

 
 

 
 

た
 難
点
を
救
っ
て
い
る
の
 

 
 

 
 

る
 実
存
的
不
安
か
ら
生
じ
 

 
 

 
 

と
し
て
い
る
。
つ
ま
り
 彼
 



圭 " - - - 巨 斗巨  
 

、
宗
教
学
 

 
 

ら
れ
た
 

 
 

 
 

 
 

町
 に
解
釈
 

 
 

ン
グ
・
は
 
、
 

 
 

も
の
を
 探
 

 
 

体
 の
う
ち
 

 
 

と
 主
張
す
 

 
 

家
 学
か
ら
 

 
 

｜
デ
の
い
 

 
 

態
 に
あ
る
 

 
 

ま
た
、
 メ
 

 
 

り
や
み
に
 

 
 

し
て
 巳
 ロ
ン
 

 
 

ィ
 Ⅱ
ス
ト
 

 
 

著
述
で
 

 
 

て
あ
ら
れ
 

 
 

よ
う
に
 述
 

 
 

く
て
、
 新
 

 
 

歴
史
的
研
 

 
 

を
よ
 
9
 フ
 
0
 
 
一
 

つ
の
加
入
 式
 で
あ
り
、
治
療
の
場
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
 

 
 

ロ
ン
 

 
 

ハ
ブ
 
の
。
  
 

れ
る
の
で
 

 
 

欠
け
て
い
 

 
 

の
 研
究
に
 

 
 

ど
 比
較
的
 

 
 

り
に
さ
れ
 

 
 

道
 ・
陰
陽
 

 
 

宗
教
現
象
 

 
 

点
な
ど
を
 

 
 

を
 踏
み
台
 

 
 

わ
が
国
の
 

 
 

も
と
れ
 

 
 

本
 宗
教
の
 

 
 

の
よ
う
に
 

 
 

陽
道
、
 さ
 

 
 

民
俗
学
、
 

 
 

し
 七
に
 
復
ム
口
 

 
 

全
的
か
か
 

 
 

以
上
の
ご
 

 
 

の
 結
び
つ
 

 
 

事
 の
も
っ
 

 
 

れ
る
一
連
 

 
 

長
 
（
血
圧
 
m
 
 ㈹
 

 
 

か
ら
出
る
 

 
 

 
 

が
 山
に
ゆ
 

9
 



 
 

っ
 古
代
日
 

 
 

る
と
い
う
 

 
 

う
し
た
 個
 

 
 

摘
 し
て
い
 

 
 

全
体
的
な
 

 
 

す
が
シ
ヵ
 

 
 

よ
り
外
国
 

 
 

く
な
る
と
 

 
 

教
え
ら
れ
 

る
と
こ
ろ
の
多
い
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。
 

 
 

0
 例
が
 

 
 

に
よ
る
 

 
 

棚
 十
人
で
あ
 

 
 

る
 象
徴
を
 

 
 

う
と
い
う
 

 
 

さ
れ
た
 実
 

 
 

と
し
て
は
 

 
 

芸
は
、
 ①
 

 
 

③
 リ
リ
ウ
 

 
 

植
物
が
 

 
 

り
 、
歴
史
 

 
 

ら
れ
て
い
 

 
 

っ
て
人
間
 

 
 

い
か
に
し
 

る
 
て
 。
マ
リ
ノ
フ
ス
キ
ー
は
、
こ
う
し
た
口
語
文
芸
が
原
住
民
 
人
が
生
れ
出
た
か
。
な
ど
聖
な
る
物
語
り
が
そ
の
内
容
を
 

 
 

 
 

 
 

 
 

口
 プ
リ
ア
 

 
 

，
さ
い
。
 

 
 

地
か
ら
 最
 

 
 

か
 は
社
会
 

 
 

呪
文
に
も
 

 
 

て
い
る
。
 

 
 

す
こ
と
ば
 

 
 

 
 

 
 

し
な
い
。
 

 
 

に
 、
死
者
 

 
 

よ
っ
て
 、
 

 
 

宇
宙
的
 再
 

 
 

釈
学
 の
 う
 

イ
ト
 モ
テ
ー
プ
が
流
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
 

 
 

ば
な
ら
 

 
 

あ
る
。
 彼
 

 
 

断
を
下
し
 

 
 

属
す
る
 宗
 

 
 

で
に
捨
て
 

 
 

認
め
た
こ
 

 
 

る
も
の
で
 



 
 

ひ
と
つ
の
 

 
 

か
ら
テ
ィ
 

 
 

 
 

宗
教
体
験
に
と
っ
て
か
か
 

 
 

 
 

理
的
 ・
予
言
者
的
な
要
素
 

 
 

 
 

た
も
の
と
し
て
パ
ウ
ロ
の
 

 
 

 
 

 
 

的
と
合
理
的
と
い
う
 二
 

 
 

 
 

も
こ
の
エ
ク
ス
タ
シ
ー
の
 

 
 

 
 

、
こ
の
エ
ク
ス
タ
シ
ー
 
か
 

 
 

 
 

し
て
の
グ
ノ
ー
シ
ス
で
あ
 

 
 

 
 

史
上
に
、
さ
ま
ざ
ま
な
 
宗
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

っ
 。
さ
る
こ
と
を
附
記
し
て
お
き
た
い
。
 

後
の
公
開
講
演
で
あ
っ
た
 

ち
な
み
に
、
こ
の
テ
ィ
 
リ
 

の
 シ
ン
ポ
ジ
ュ
ー
 
ム
 の
 あ
 

 
 

個
 に
か
け
 

 
 

対
す
る
 

 
 

 
 

。
キ
リ
ス
ト
教
に
つ
い
て
 

 
 

 
 

解
釈
キ
リ
ス
ト
教
 神 

 
 

 
 

、
ト
ー
マ
ス
・
 J
 
.
J
 

も
っ
て
く
る
。
 

 
 

が
あ
る
。
 

 
 

 
 

・
 H
.
 
ア
シ
ュ
ビ
ー
の
 

 
 

ヤ
ー
ル
ズ
 

 
 

中
に
お
け
 

 
 

 
 

る
 実
態
調
査
方
法
の
心
得
 ｜
｜
 

 
 

 
 

 
 

」
が
で
て
い
る
。
 
ィ
 ス
ラ
 

（
 
勒
 

 
 

 
 

ム
 研
究
所
長
チ
ャ
ー
ル
ズ
 

 
 

ま
王
Ⅰ
 

 
 

 
 

ム
 研
究
」
が
発
表
さ
れ
て
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い
る
。
 

 
 

近
況
が
 

 
 

義
が
ア
メ
 

 
 

後
者
が
 ァ
 

 
 

信
徒
と
の
 

 
 

ム
 「
日
の
 ピ
 

 
 

メ
リ
カ
 各
 

 
 

手
酌
展
開
 

 
 

を
く
み
、
 

 
 

な
ど
著
名
 

 
 

こ
う
し
た
 

 
 

っ
て
 、
ナ
 

 
 

格
 的
な
 宗
 

 
 

学
 に
も
 宗
 

 
 

教
授
の
場
 

も
 広
が
り
 つ
 つ
あ
る
点
を
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
 

 
 

者
が
配
 

 
 

領
域
を
展
 

 
 

れ
る
。
 

小
町
泰
博
 

図
書
館
短
期
大
学
助
教
授
 

大
 
室
顕
 
大
阪
外
国
語
大
学
助
教
授
 

堀
越
知
日
早
稲
田
大
学
講
師
 

荒
井
 
献
 

東
京
大
学
助
教
授
 

執
筆
者
紹
介
 

新
田
雅
章
中
京
大
学
助
教
授
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っ
た
旨
 
報
告
さ
れ
た
。
 

 
 

会
長
の
任
期
が
  

 

を
 行
な
 

 
 

 
 

っ
た
 。
日
程
は
左
の
と
お
り
。
 

 
 

 
 

 
 

義
塾
大
 

 
 

マ
で
開
 

 
 

社
ム
ム
 
の
 

 
 

と
い
う
 

題
目
で
発
表
し
、
約
一
 
0
 名
の
会
員
が
参
加
し
た
。
 

0
 常
務
理
事
会
昭
和
四
五
年
六
月
二
 
0
 日
 
（
土
）
一
四
時
 

一
 、
本
年
度
日
本
宗
教
学
会
賞
選
考
委
員
の
委
嘱
に
つ
い
て
 

 
 

藤
一
 

雄
 、
脇
本
平
他
 の
 セ
氏
に
委
嘱
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
 

 
 

出
席
し
 

 
 

表
と
 

 
 

は
 
な
 

る
べ
く
さ
け
る
こ
と
と
す
る
。
 

 
 

が
 弔
辞
 

を
 読
ん
だ
 旨
 報
告
が
あ
っ
た
。
 

0
 理
事
会
昭
和
四
五
年
 セ
月
 二
五
日
（
土
）
一
四
時
 

 
 

弔
辞
弔
電
を
打
 

会
報
 

 
 

と
と
 

な
っ
た
。
 

 
 

『
１
 

%
 Ⅱ
 

 
 

あ
台
 

 
 

た
 

一
 、
本
年
度
学
術
大
会
に
つ
い
て
 

一
 、
新
入
会
員
に
つ
い
て
一
括
承
認
し
た
。
 

 
 

 
 

表
 申
込
 

者
に
つ
い
て
検
討
し
、
こ
れ
を
承
認
し
た
。
 

 
 

と
し
て
 

 
 

｜
一
 

 
 

な
っ
 

た
 

一
 、
新
入
会
員
に
つ
い
て
一
括
承
認
し
た
。
 

 
 

会
員
 

 
 

を
総
 

 
 

の
費
 

用
を
含
ん
で
い
 っ
ぎ
 
」
と
を
確
認
し
た
。
 

0
 第
二
九
回
日
本
宗
教
学
会
学
術
大
会
 

 
 

日
 （
日
）
）
 
7
 

  

 
 

、
一
一
・
Ⅰ
（
 

@
 



一
 0 月
 九
日
（
金
）
一
玉
・
 
0
0
1
 
一
エ
 
ハ
 ・
 0
0
 

 
 

聖
書
解
釈
論
 

渡
辺
善
人
 

一
 0 月
一
 0
 日
 
（
土
）
 

開
会
式
 
九
 
・
 0
0
 ｜
 九
・
三
 0
 

研
究
発
表
 

一
 
0
.
0
0
1
 
一
七
・
 

0
0
 

懇
親
会
一
八
・
 0
0
1
 二
 0
.
0
0
 

一
 ①月
一
一
日
（
日
）
 

研
究
発
表
 

九
 
・
 0
0
 ｜
 
一
四
・
三
 0
 

記
念
撮
影
一
四
・
三
 0
1
 
一
五
・
 

0
0
 

総
会
一
五
・
 0
0
 ｜
 一
七
・
 

0
0
 

 
 

一
 、
庶
務
報
告
 

一
 、会
計
報
告
 

一
 、
会
長
選
挙
報
告
 

一
 、日
本
宗
教
学
会
賞
授
賞
に
つ
い
て
 

一
 、
 I
A
H
R
 

ス
ト
ッ
ク
ホ
ル
ム
大
ム
ム
親
生
口
 

一
 、
会
費
改
定
に
つ
い
て
 

一
 、
次
回
学
術
大
会
開
催
 校
は
 つ
い
て
 

一
 、
新
入
会
員
に
つ
い
て
一
括
承
認
し
た
。
 

 
 

Ⅰ
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
一
部
変
更
に
つ
い
て
 

一
 、総
会
議
長
に
つ
い
て
 

 
 

雅
孝
夫
 

氏
 と
な
っ
た
。
 

 
 

 
 

 
 

 
 

一
 、
庶
務
報
告
 

 
 

一
 、
会
計
報
告
 

一
 、
会
長
選
挙
報
告
 

一
 、
日
本
宗
教
学
会
賞
授
賞
に
つ
い
て
 

 
 

役
員
 

 
 

、
エ
 

リ
ア
ー
デ
と
な
っ
た
こ
と
が
報
告
さ
れ
た
。
 

一
 、
会
費
改
定
に
つ
い
て
 

一
 、
次
回
学
術
大
会
開
催
 校
は
 つ
い
て
 

一
 、
会
員
名
簿
の
刊
行
に
つ
い
て
 

 
 

 
 

一
 、
庶
務
報
告
 

一
 、
会
計
報
告
 

一
 、
会
長
選
挙
報
告
石
津
 照
璽
氏
 が
新
会
長
と
な
っ
た
。
 

一
 、
 I
A
H
R
 
ス
ト
ッ
ク
ホ
ル
ム
大
ム
 ム
報
 生
口
 

 
 

キ
 
0
0
 
口
 

之
 0
 「
 
ぎ
 の
の
 

p
.
 

コ
ぎ
 １
品
 呂
 」
に
与
え
ら
れ
た
。
 

 
 

モ
 
O
 

 
 

に
改
 

走
 す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
 

 
 

る
こ
と
 



一
 、
支
出
 

一
、
二
一
二
、
三
二
 0
 円
 

会
読
直
接
刊
行
 費
 

一
 0
 九
 、
五
八
五
円
 

会
話
発
送
 費
 

三
 一
、
九
 0
 
 
一
円
 

編
集
諸
費
 

八
 0
 、
 0
0
0
 
円
 

第
二
八
回
大
会
費
 

四
九
、
九
六
七
円
 

選
挙
関
係
費
 

会
合
 費
 

七
七
、
一
一
 セ
円
 

通
信
連
絡
 費
 

四
 Ⅰ
一
一
二
円
 

報
 

印
刷
費
 

二
 二
、
三
五
 0
 円
 

事
務
費
 

一
五
、
二
五
七
円
 

ム
 ム
 

日
本
宗
教
学
会
賞
賞
金
 

三
 0
 、
 0
0
0
 
円
 

と
な
っ
た
。
 

一
 、
新
旧
会
長
挨
拶
 

0
 昭
和
四
四
年
度
収
支
決
算
報
告
 

一
 、
収
入
 

前
年
度
繰
越
金
 

四
三
三
、
一
四
八
円
 

会
費
 

Ⅰ
 
一
 0 
Ⅰ
二
四
 0
 円
 

二
セ
五
 、
 0
0
0
 
円
 

賛
助
会
費
 

一
八
、
八
 0
0
 円
 

会
議
売
上
金
 

六
九
、
九
 0
0
 円
 

第
二
八
回
大
会
参
加
費
 

出
版
助
成
金
 

一
エ
 
ハ
 0
 、
 0
0
O
 
H
 
小
 リ
 

二
四
、
四
四
六
円
 

岸
本
基
金
利
子
 

五
 、
八
二
四
円
 

預
金
利
子
 

二
 、
 0
 八
八
、
三
五
八
円
 

計
 

三
 、
五
六
五
円
 

日
本
宗
教
学
会
賞
諸
費
 

一
 三
、
 0
0
0
 
円
 

関
係
学
会
費
 

一
二
九
、
二
五
五
円
 

本
部
 費
 

一
 、
八
 0
 五
 、
四
二
九
円
 

計
 

二
八
二
、
九
二
九
円
 

一
 、
差
引
残
高
 

0
 新
入
会
員
紹
介
 

 
 

方
 

東
大
大
学
院
 

 
 

内
 

南
山
大
講
師
 

小
河
陽
三
鷹
市
深
大
寺
三
七
七
六
 ｜
 二
三
、
ム
ロ
志
方
 

東
大
助
手
 

 
 

早
大
大
学
院
 

 
 

方
 

東
大
大
学
院
 

小
松
和
彦
東
京
都
北
多
摩
 郡
 村
山
町
中
藤
一
四
六
 0
 、
 

都
立
大
大
学
院
 

村
山
団
地
四
一
 ｜
五
 ①
 二
 

 
 

大
学
院
 

 
 

上
智
大
講
師
 

 
 

デ
ン
ス
五
一
五
 

聖
心
女
子
大
研
究
所
員
 

森
村
信
子
東
京
都
渋
谷
区
広
尾
田
、
聖
心
女
子
大
学
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宇佐 北 横上長 
塚 藤原 山 条尾 

祐子 希望 匡玄 一 紘賢睦 三司 

芝島篠 指 金 門加 叙 青 谷小小 
崎 原田 子 脇 藤田本 ロ 林川 

  

聖
心
女
子
大
講
師
 

京
都
市
北
区
小
山
上
総
 
町
 、
大
谷
大
学
大
谷
大
助
手
 

大
阪
市
東
区
会
 
倉
屋
 町
一
 ｜
一
 

関
西
 外
 大
講
師
 

大
阪
市
東
成
区
大
命
 
里
 九
一
 ｜
 一
九
 
0
 

同
志
社
大
大
学
院
 

東
京
都
江
東
区
亀
戸
 
ニ
ー
 四
二
 ｜
一
 

早
大
大
学
院
 

天
理
市
 乙
 本
町
五
五
九
１
人
 

天
理
大
教
授
 

 
 

五
大
助
教
授
 

川
崎
市
貝
塚
 ニ
ー
 一
四
 
｜
 一
 二
 

早
大
講
師
 

豊
島
区
目
白
亜
 
｜
 一
六
 
｜
 一
四
 

東
大
大
学
院
 

大
阪
市
東
区
内
久
宝
寺
町
 
ニ
 ー
二
八
 

龍
 大
大
学
院
 

東
京
都
練
馬
区
練
馬
 
ニ
 ー
三
一
 ｜
ニ
 、
佐
藤
 方
 

東
洋
大
大
学
院
 

福
岡
市
白
金
 ニ
ー
 一
五
 
｜
一
 0
 

九
 大
助
手
 

東
京
都
中
野
区
上
高
田
五
 
｜
三
 一
 ｜
 五
大
正
大
講
師
 

東
京
都
北
多
摩
 
郡
 久
留
米
 阿
 南
沢
 四
｜
一
｜
 

一
一
一
一
一
 

東
大
大
学
院
 

川
崎
市
 登
 月
三
一
七
、
庭
山
荘
 

東
大
大
学
院
 

豊
橋
市
東
田
町
井
原
四
四
 
｜
 三
愛
知
学
院
大
教
授
 

大
東
市
野
崎
二
 
｜
九
｜
五
 
0
 

龍
 大
大
学
院
 

0
 日
本
学
術
会
議
会
員
選
挙
有
権
者
名
簿
登
録
に
つ
い
て
 

一
 、
登
録
用
カ
ー
ド
の
提
出
に
つ
い
て
 

 
 

い
て
 

 
 

オ
 
Ⅰ
 

ま
し
た
。
 

 
  

 

す
 

 
 

 
 

め
て
登
録
用
カ
ー
ド
を
提
出
す
る
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。
 

 
  

 

の
 

 
 

紙
 

を
 請
求
し
て
く
だ
さ
い
。
 

 
 

有
権
 

 
 

出
 

 
 

む
う
 

 
 

入
 

 
 

@
@
 

ニ
ン
 

て
 
フ
 
'
 

に
 必
着
す
る
よ
う
登
録
用
カ
ー
ド
を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。
 

 
  

 

し
 

て
 中
央
選
挙
管
理
会
で
保
管
し
ま
す
。
 

二
 、
登
録
用
カ
ー
ド
用
紙
の
請
求
に
つ
い
て
 

 
 

等
に
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頼
 

し
ま
し
た
。
 

 
  

 

 
 

括
し
て
送
付
し
ま
す
。
 

 
  

 

 
 

 
 

学
 

 
 

 
 

 
 

4
 ロ
 

 
 

な
 

い
よ
う
特
に
注
意
し
て
く
だ
さ
い
。
 

 
 

カ
｜
 

 
 

 
 

 
 

て
 

く
だ
さ
い
。
 

三
 、
有
権
者
等
の
異
動
 
届
は
 つ
い
て
 

 
 

 
 

 
 

っ
た
 

 
 

ど
す
 

 
 

中
央
 

報
 

 
 

者
の
 

権
利
を
行
使
で
き
な
い
こ
と
が
あ
り
ま
ず
。
 

ヱ
，
 

@
 
互
 

 
 

 
 

  

101 (101) 

〒
 M
 
 東
京
都
港
区
六
本
木
 セ
 丁
目
 二
 二
番
三
四
号
 

電
話
（
 0
 三
）
 四
 0
 ニ
ー
 六
二
九
一
 

日
本
学
術
会
議
中
央
選
挙
管
理
会
 

以
前
に
お
い
て
も
異
動
の
届
を
励
行
し
て
く
だ
さ
い
。
 

 
 

 
 

の
 関
係
者
か
ら
届
け
出
て
く
だ
さ
い
。
 



い
る
。
 

 
 

近
況
が
 

 
 

義
が
ア
メ
 

 
 

後
者
が
 ァ
 

 
 

信
徒
と
の
 

 
 

ム
 「
日
の
 ピ
 

 
 

メ
リ
カ
 各
 

 
 

手
酌
展
開
 

 
 

を
く
み
、
 

 
 

な
ど
著
名
 

 
 

こ
う
し
た
 

 
 

っ
て
 、
ナ
 

 
 

格
 的
な
 宗
 

 
 

学
 に
も
 宗
 

 
 

教
授
の
場
 

も
 広
が
り
 つ
 つ
あ
る
点
を
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
 

 
 

者
が
配
 

 
 

領
域
を
展
 

 
 

れ
る
。
 

小
町
泰
博
 

図
書
館
短
期
大
学
助
教
授
 

大
 
室
顕
 
大
阪
外
国
語
大
学
助
教
授
 

堀
越
知
日
早
稲
田
大
学
講
師
 

荒
井
 
献
 

東
京
大
学
助
教
授
 

執
筆
者
紹
介
 

新
田
雅
章
中
京
大
学
助
教
授
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会
費
改
定
の
お
知
ら
せ
 

本
年
度
の
日
本
宗
教
学
会
総
会
（
昭
和
 

左
記
の
と
お
り
会
費
を
改
定
す
 7
%
 
」
と
 

一
一
Ⅰ
 

維
持
会
員
 

一
 

普
通
会
員
 

一
 

準
会
員
 

 
 

り
 

が
 決
定
さ
れ
ま
し
た
の
で
 御
 諒
承
下
さ
い
。
 

O
0
0
 
円
 

五
 0
0
 円
 

ニ
 0
0
 円
 



様 式 第 1 

登録用カード 用紙請求書 

  ( ふりがな 氏名 ) 

    住所 ( 郵便番号 ) 

勤務機関および 職名 ( スは 自営の職業 名 ) 

④ 

 
 

第
 

様
式
 

所属部または 専門変更届 
昭和 年 月 日 

日本学術会議中央選挙管理会 御中 

( 現 登録の所属 )  第 部 学 地方区 

( ふりがな ) 
氏 名 ⑪ 

わたくしは、 現在の専門を 変更いたしたいので 登録用 ヵ一ド 用紙を請求いたします。 

様 式 第 3 

有 権 者 異 動 届 

  昭和 年 月 日 

日本学術会議中央選挙管理会 御中 
第 部 

( ふりがな ) 
氏 名 

下記のとおり 異動があ りましたからお 届けします。 

学 地方区 

④ 

事   ( 新コ ( 『 日 ) 
  

1 氏       

2  7 主 所 ( 郵便番号 )       
3 本       

4 勤務機関および 職名 l     

5  勤 務 地 ( 郵便番号 )   

②授与大学 
6  博士の 学 佳 ①③ 学位の種類 授与年昭和 年 ① 所属学会 

( 注 )  1. 事項 1 ～ 6 のうち該当事項のみ 記載すればよい。 

2. 新たに博士の 学位を取得した 者は、 学位の種類、 授与大学、 授与 年 ととも 

に、 かならず所属学会名を 記入すること。 

備考 様式 第 ] 、 第 2 、 第 3 とも、 用紙はなるべく 半紙半夜大 (B5) のもの、 また 

は葉 蕃を用いてください。 

(102)  102 



The Practical Meaning of Chih 1's 

Adoptation of the. Method of 

Practising " Chi-kuan ", the Method 

of Practising samatha vipasyana 

Masaaki Nitta 

Referring to Chih 1's theory on the religious practice, it is a well known fact 

that  the method of practising " Chi-kuan" has been considered as  the best way to 

attain the religious enlightment, instead of practising "Zen", during his later half 

year. So I, in this paper, attempt to study the problem of clarifying by what 

practical attitude these two methods are practised, that is to say, the problem of 

indicating the meaning that  he adopted the method of attaining the ultimate enlight- 

ment by practising " Chi-kuan " in place of the method of practising " Zen" to 

grasp the authenic reality of all things. 

We can clarify the practical difference between these two methods by studying 

this problem basing on the plan mentioned above: 

The  method of attaining the ultimate enlightment by practising " Zen " is under- 

stood in Chih 1's theory as  the one to attain the ultimate enlightment, the idea of 

iiinya (voidnessj advocating that any substance in this world is nothing, by inquiring 

gradually the reality of "one's own breath and body, the objective world we live in 

and one's own mind ". On the other hand, the method of attaining the ultimate 

enlightment by practising " Chi-kuan " is explained as  the subjective one which 

investigates the reality of "one's own mind" from the beginning of the religious 

meditation. 

We can specialize the course of the formation of Chih 1's practical theory as  

the development from the objective way of the meditation to its subjective one. 



Sein und Freiheit 

-Eine Studie iiber Fichtes Wissenschaftslehre von 1801- 

Akira Omine 

Freilich ist die neuzeitlichen Metaphysik bestimmt durch die wesentliche Tendenz, 

den Menschen als in sich reflektierte Subjektivitiit, als seiner selbst bewufites Ich zu 

verstehen, und dieses Ich in das Zentrum zu stellen. Achten wir aber naher auf 

den Sachverhalt, so zeigt es sich, daB das Innere des SelbstbewuBtseins nur selten 

vollstandig aus Licht gebracht wird. Fichte erst durchschaute griindlich diese 

Problematik der Subjektivitat. E r  war der erste, der entdeckte, dafi sich die Struktur 

des Ich nur unter Bedingungen denken laBt, die zuvor nicht beachtet worden waren. 

Bei Descaries und Kant wird das SelbstbewuBtsein als Prinzip betrachtet, aus 

dem welthaft Seienden begrundet werden kann. Sie untersuchen keineswegs dieses 

Prinzip a l s  solches, sondern nur seine Realtionen zu anderem Wissen. Deshalb 

setzen ihre Philosophie schon Urphanomenon des Selbstbewufitseins unerklart voraus. 

Schelling und Hegel dagegen bringen es vielmehr zum Zerspringen. Ihre Systeme 

des absoluten Idealismus haben den eigentumlichen Sinn der Subjektivitat im Selbst- 

bewuctsein preisgegeben. Denn , Geist ' oder , Vernunft ' ist als absolutes in sich 

reflektiertes SelbstbewuCtsein das ontologische Prinzip, das in allem Seienden erscheint 

und es als vernunftig erweist. 

Durch Fichtes ,, Wissenschaftslehre " wurde die Untersuchung des Selbstbewufit- 

seins in eine ganz neue Dimension gebracht, in welcher das Wesen des Ich eigent- 

liche Thema der Philosophie. Fichte allein hat  das SelbstbewuBtsein an  ihm selbst 

und in Bezug auf sich selbst auffaBt. Dies geschah aber mit seiner originalen 

Einsicht, dalj zwischen dem, was , Ich ' ist und dem, woraus es betrachtet werden 

kann, eine schwierige Differenz, vielleicht sogar ein h ia tus  liegt. Ihn zu durch- 

messen ist nach Fichte die einzige Aufgabe der Philosophie. 

Die Wissenschaftslehre unterstellt also sich einem bestimmten Problem, alles 

Wissen in seiner urspriinglichen Genesis inneilich zu erhellen. Darin sind die Stadien 

in der Entwicklung der Wissenschaftslehre im Grunde immer dieselbe geblieben. 

Doch ist in den Jahren um 1800 ein gewisse Einschnitt zu erkennen, den wir vorliiufig 

als eine Wendufig vom Standpunkt des , Tuns  ' zu demjenigen des , Sehens ' skizzieren 



.kGnnen. 

Der Grundgedanke der Wissenschaftslehre von 1794 ist der Satz : ,, Das Ich setzt 

urspriinglich schlechthin sein eignes Sein." Dem Ich soll nichts vorhergehen. Der 

Kern des SelbstbewuBtseins ist absolute Tathandlung, Tun selbst, und alles Wissen 

(Sein) wird aus dieser Urtatigkeit abgeleitet. Aber man kann sich nicht deutlich 

machen, Wie  diese Urtatigkeit zugleich zum Wissen von ihr kommt. So hat denn 

Fichte in der Wissenschaftslehre von 1801 seine urspriingliche Formel durch eine 

neue ersetzt. SelbstbewuGtsein oder Ichheit ist nun nicht die Tatigkeit (Freiheit), 

sondern ,, das sich Durchdringen des absoluten Seins und der absoluten Freiheit." 

Fichte bezeichnet diesen Sachverhalt mit dem knappen Worte , Sehen. ' Diese Bestim- 

mung vermog besser als die Bestimmung , Tun  ' das Wesen der Subjektivitat der 

Ichheit anzuzeigen. Das innerste Wesen unseres absoluten Selbst geht nun als das- 

jenige auf, was Tatigkeit selbst sieht und umgreift. Dementsprechend weist das reine 

Wissen iiber sich hinaus auf das Absolute hin, von dem allein her es sich erhellen 

kann. Der Grundgedanke der Wissenschaftslehre von 1801 ist es du6 unser eignes 

Ich kommt aus einem undenkbaren Grund, der Freiheit nicht hindert sondern ermijg- 

.licht. 

Rudolf Otto und das phiinome- 
nologische Problem 

Tomomi Horilroshi 

Der vorliegende Aufsatz soll dazu dienen, die Werke Ottos als den erstmaligen 

Versuch zu bezeichnen, der auf dem Wege der ph~nomenologischen WesenserBrterung 

die wichtigsten Qualitaten der Wertmodalitat des Heiligen aufweist. Otto selbst hat 

sich nicht als Phanomenologen betrachtet. Auch ist ein EinfluB der phanomenolo- 

gischen Philosophie auf seine Gedankenbildung kaum festzustellen. Gleichwohl gehiirt 

e r  in der Reihe der Religionsphanomenologen. Sein beriihmtes Buch ,, Das Heilige" 

ist seinem Kern nach als Religionsphiinomenologie anzusprechen. 

Das religiase Erlebnis ist nach ihm ein Werterlebnis. Religion iat Erlebnis des 

Hei l igen  und das Heilige ist ein Wert s u i  generis, der keinerlei Vermischung mit 

d e n  profanen Werten duldet. Diese Autonomie der religi6sen Wertsphare jedem 

Sehenden zu demonstrieren, ist der vornehmliche Zweck der Ottoschen Analyse. 



Aber das religiese Erlebnis ist ganz und gar  objektbedingt: es empfangt seinen innern 

Gehalt von seinem Gegenstand. Weil dieser das ,, Ganz andere " ist, das sich allem 

menschlichen Verstandeszugriff entzieht, ist das religiose Werterlebnis i r r a t i ona l  

oder besser suprarat ional .  So sehr Otto allem Rationalismus gegeniiber betont, so 

wenig gerat e r  dabei in das andere Extrem eines einseitigen Irrationalismus. E r  

sucht das Verhiiltnis zwischen beiden mittels des Kantischen Begriffs der ,, Schema- 

tizierung " zu verdeutlichen. 

In der Verwendung dieses Begriffs von Schema bei Otto wird man doch eine 

antikantische Tendenz feststellen miissen. Wenn er  das Heilige als Kategorie a 

priori bezeichnet, so will e r  damit nur den Gedanken zum Ausdruck bringen, daR 

die Religion auf einer besonderen An lage  des menschlichen Geistes beruht. Das 

heiBt, e r  bedient sich der Begriffe Kategorie und a priori, um die Giiltigkeit oder 

Wahrhei t  der Religion sicherzustellen. Die Erklarung dafiir liegt in dem Gegensatz 

von Kritizismus und Phanomenologie. Die Grundeinstellung in seinem spateren 

Hauptwerk IaRt einen anderen  Wege der Wahrheitsbegriindung der Religion erwarten. 

Als Religionsphanomenologe ist Otto ganz dem religiijsen Objekt zugewandt. Nicht 

der menschliche Akt, sondern sein Intentionsobjekt ist das. was e r  vor allem ins 

Licht stellen will. Das Heilige hat einen Eigengehalt, der  aus  nichts anderem 

hergeleitet werden. Die Erklarung ,, von unten " setzt e r  eine Erklarung ,, von 

oben " entgegen. Damit hat  e r  den entscheidenden Wahrheitsbeweis in der ,, Selbst- 

begriindung der Religion " gefunden. 

Auf diese Weise hatte sein Werk eine einheitliche Struktur gewonnen und ware 

jene Disparatheit zwishcen seinem erkenntnistheoretischen und seinem phanomenolo- 

gischem Teil vermieden worden. Nicht der Gegensatz von ,, Wesen" und ,, Erschei- 

nung ", sondern der schon in der Scholastik als grundlegend erkannte Gegensatz 

von ,, essentia " und ,, existentia " beherrscht hier das Ottosche Denken. 



Entwicklung und Struktur 

des ptolemaischen Mythos 

Sasagu Arai 

In unserer Untersuchung haben wir zunachst die Entwicklung des gnostischen 

Mythos (Iren., adv. haer., I 1, 1-8, 6), der im allgemeinen dem Ptolemaus, einem 

der Valentinianer, zugeschrieben wird, verfolgt, indem wir diesen Mythos quellenkri- 

tisch zusammengesetzt haben. Daran anschlieljend haben wir die zentralen Begriffe, 

die den Mythos aufbauen, namlich 

Sophia 

Jesus Christus 

Anthr6pos 

Gnosis 

entstehungsgeschichtlich analysiert. 

Diese Analyse ergab folgendes : 

Der gesamte Mythos des Ptolemaus ist auf dem Motiv des " Gestaltnehmens " (Ei 

morphk, jtoprper"aOar), das wir etwa im Apokryphon des Johannes ausfindig machen 

ktinnen, aufgebaut, und zwar so, da13 das " Gestaltnehmen " 
1. nach dem " Sein " (ol;gi~j 
2. nach dem " Gnosis" (ru&u~<) 

3. nach dem " Paarung " (6usuriu) 

hin realisiert wird. 




