
カ

ン

ト

と

初

期

ブ

イ

ヒ

テ

と

の

接

点

北

岡

武

司

カ

ン
ト

の
目
指

し
た
超

越
論
哲
学

の
体
系
と

、

フ
ィ
ヒ

テ
が
展

開

し

た
そ
れ
と

は
、
双
方

の
着
想

が
根
本

に
お

い
て
異

な

っ
て
い
る
た

め
、

別
個

の
も

の
と
し

て
理
解

さ
れ
な
け

れ
ば
な
ら

な

い
。
し

た
が

っ
て
ま
た
、
双
方

の
立
脚

点
か

ら
展
け

る
パ
ー

ス
ペ
ク
テ

ィ
ヴ
も
、

ま

っ
た
く
様
変

わ
り
し

た
も

の
と

な
る
。
し

か
し
若
き

日

の
フ
ィ
ヒ

テ
が

『
実
践

理
性

批
判
』

に
熱
狂

的
に
感
激

し
、
そ

れ
を
摂
取
し
、

あ
ま

つ
さ
え

カ

ン
ト

の
志
向

を
完

成
さ
せ

よ
う

と

い
う

意
気
込

み
で

知

識
学

の
叙

述
に
専
念

し
た

こ
と

は
、
周
知

の
事
実

で
あ
る
。
し

た

が

っ
て
カ

ン
ト

の
批
判
哲

学
が

フ
ィ

ヒ
テ
の
知
識
学

の
着
想

の
主

要

な
面

に
重
要

な
イ

ン
パ
ク
ト
を

与
え
た

に
ち
が

い
な

い
こ
と

は
、
何

ぴ
と

も
否
定

で
き
な

い
だ

ろ
う

。
そ
う
だ
と
す

れ
ば

、
カ

ン
ト
と

フ

イ
ヒ
テ
は
、

そ
れ
ぞ
れ

の
体

系
が
ま

っ
た
く
別

の
も

の
だ

と
把
握

さ

れ

る
に
し

て
も
、

ど

こ
か
で
接
点
を
有
す

る
は
ず

で
あ
り

、
ま

た
他

方

で
、

接
点

そ
の
も

の
の
う

ち

に
、
体
系

の
差
異

と

い

っ
た
も

の
が

現

れ
て
き

て
い
る
は
ず

で
あ

る
。
接
点

は
お

そ
ら
く
、
超

越
論
的

自

由

そ
の
も

の
の
理
解

の
う

ち
に
探

ら
れ
る

で
あ

ろ
う
。
小

論

の
意

図

は

、

カ

ン
ト
と
初

期

フ
ィ

ヒ
テ
と

の
あ

い
だ

に
、
物

自

体
な

い
し

ヌ
ー
メ

ノ
ン
の
把
握

の
仕
方

に
差
異

が
あ

る
こ
と

を
明

ら
か

に
し
、

そ

の
た
め

カ
ン
ト
が
目
指

し
た

「
実

践
的

・
定
説

的
」
形

而
上
学

と

し

て
の
超
越
論
哲
学

の
体
系

へ
の
志
向

を
、

フ
ィ

ヒ
テ
が
継
承

し
な

か

っ
た

こ
と
を

明
確

に
す

る

一
方

で
、
し

か
し
両
者

の
接

点

で
あ

る

純
粋
実

践
理
性

の
働
き

に
見
ら
れ

る
同
形
性
を

取
り
出
す

こ
と

、
そ
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し

て
そ
の
よ
う
な
同

形
性
が
あ

る

に
も

か
か
わ

ら
ず

体
系

の
差

異
が

生

じ

て
き

た
背

景

と
し

て
以

下

の
こ
と

を
際

だ

た
せ

る

こ
と

で
あ

る
。
す
な

わ
ち
、

カ
ン
ト

で
は

認
識
根
拠

が
遡
源

・
前

進

の
二
方
向

に
お

い
て
機

能
す

る
の
に
反
し

て
、

フ
ィ
ヒ

テ
に
あ

っ
て
は
前

進
的

方
向

で
し
か

そ
れ
が
機

能
し

て
い
な

い
と

い
う

こ
と

で
あ
る
。

一

最
初
期

の
へ
ー
ゲ

ル
に
先
だ

っ
て
、

カ

ン
ト

の
実

践
理
性

の
優
位

を
継
承

し

た

の
は

フ

ィ

ヒ
テ

で
あ

る
。

フ

ィ
ヒ

テ
は
、

知

識
学
も

「
実
践

的
必
然
性

の
所
産

」
だ

と
言
う

(「
一.§

)。

た
だ

フ
ィ
ヒ

テ

か
ら
み

れ
ば
、
カ

ン
ト
は

「
す

べ
て
の
哲

学

の
基
礎

を
論
じ

な
か

っ

た
」

ゆ
え

、

「
純
粋
統
覚

」
と

「
定
言
的

命
法
」
を

綜
合
す

る
よ
う

な
形

で
は
、
定
言
的
命
法

の

「意

識

の
性

質
」
を
問

わ
な
か

っ
た

こ

と
に
な

る
。

フ
ィ
ヒ
テ

の
見
解

で
は
、

そ
こ
が

カ
ン
ト

の
批
判

哲
学

の
限
界

で
あ
る
。
し

か
し
実
際

の
と

こ
ろ
、

フ
ィ
ヒ
テ

の
言
う

通
り

な

の
で
あ

ろ
う
か
。

む
し

ろ
フ
ィ

ヒ
テ
は
、
カ

ン
ト

の
根
本
的

志
向

で
あ

っ
た
学
と
し

て
の
形
而
上
学

へ
の
、

す
な
わ
ち

形
而
上
学

の
第

三
段
階

で
あ

る

「
実

践
的

・
定

説
的
」
形

而
上
学

へ
の
志
向
を

見
落

と

す

こ
と

で
、

カ
ン
ト
が
三
批

判
書
を
通

じ

て
論

じ
て

い
た
は
ず

の

「
す

べ
て
の
哲

学

の
基

礎
」

に
投

錨

で
き

な
か

っ
た

の
で
は
な

い
だ

ろ
う

か
。

そ
う

だ
と
す

れ
ば
、

そ

の
志
向

を
、
カ

ン
ト

の
目
指

し
た

方
向

で
は
継
承

で
き

な
か

っ
た

こ
と

に
な

る
。
そ
し

て
カ

ン
ト

解
釈

に
お

い
て
も
、

ま
た

そ
れ
に
準

拠
す

る
こ
と
に
よ

っ
て
哲
学
全

般

に

お

い
て
も
、

「
意
識

の
所
与

や
法

則
な
ど

へ
の
た

ん
な
る
反
省

を
通

し

て
哲

学

の
避

け
難

い
大
問
題
を

処
理

で
き

る
と
、

本
気

で
信

じ

る

(
1

∀

よ
う

な
態
度

」

が

二

〇
世
紀

初

頭
ま

で
支

配

的

で
あ

っ
た

と
す

れ

ば

、
そ
れ

は
フ

ィ
ヒ
テ
に
由

来
す

る
と
は
言

わ
な

い
に
し

て
も

、
し

か
し

フ

ィ
ヒ

テ

の
カ

ン
ト
解

釈

が
そ

れ

に
与

っ
て
力
あ

っ
た

こ
と

は
、
.打

ち
消
せ
な

い
だ

ろ
う

。

と

こ

ろ
で
カ

ン
ト

の
超

越
論
哲
学

に
は
謂

わ
ば

ふ
た

つ
の
核

が
あ

る
。
時

間
空
間

の
超
越

論
的
観
念
論

、
そ

れ
に
自

由

の
実
在
論

で
あ

る
。
両
者

は
緊

密

に
結

び
付

い
て
、

「
実
践

的

・
定
説

的
」
形

而
上

学

の
基

盤
と
な

る
は
ず

で
あ

っ
た
。
前
者

が
後

者
を
論

理
的

に
可
能

に
す

る
と
と
も

に
、
後

者
が
、

し
た
が

っ
て
ま
た
純

粋
実
践
理
性

の

活
動

性

と

い
う

事
実

が
、

超

越
論

的
観

念
論

を

要
求

す

る

の

で
あ

る
。

フ
ィ
ヒ
テ
は
そ

れ
を
そ

の
ま
ま

受
け

入
れ
、
継
承

し

て

い
る

の

だ

と
自

負
す

る
。
し

か
し
カ

ン
ト

の
自
由

の
実
在
論

は
、

「
現
象

の
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超

越

論

的

概
念

」

(切
ム
い
)な

い
し

「
現
象

の
超

越

論

的
観

念

性

」

㊧

い
ω
恥
)
と
、

そ

れ

に
伴
う
物

自

体

の
現
実

性

問

題
性

で

は
な

い
、
物
自
体

は
第

一
批

判
で
は
あ

く
ま

で
も

問
題
的

と
さ
れ
、

た

ん

な

る
限
界
概
念

、
空
虚
な

概
念
と
さ

れ
た
に
し

て
も

、

お
よ
び

諸

々
の
物
自
体

の
世
界

で
あ
る

「
叡

智
界

の
現
実
性
」
戻
.<
・一
一い
)な

く

し
て
は
成
立

ち
え

な

い
。
そ
も

そ
も
自
由

の
客
観

的
実
在
性
と

い

う

こ
と
は
、

は
じ
め

か
ら

ヌ
ー
メ
ノ

ン
の
現
実
性

の
証
示
を
含

ん

で

い
た
は
ず

で
あ

り
、

『
純
粋
理
性

批
判
』

は
そ

の
証

示

の
た
め

の
、

言

い
換
え

れ
ば

、
学
と

し
て

の
形

而
上
学

の

テ
リ
ト

リ
ー
を
確
保

す

る
た
め

の
、
周

到
な
準

備
だ

っ
た

の
で
あ

る
。

「
ヌ
ー

メ
ノ
ン
に
適

用

さ
れ
た

カ
テ
ゴ

リ
ー

の
客
観
的

実
在
性
」

は

「
理

論
的
認
識

で
は

否

認
さ
れ
、
実

践
的
認

識
で
は
主
張

さ

れ
る
」

の
で
な
け
れ
ば

な
ら

な

い
倉
.<
.ひ
)。

そ

の
理
由

は
、

理

論
的

領
野

に
あ

っ
て
は

カ
テ

ゴ

リ
i
適
用

の
た
め

の
与

件
が
感
性

的
な
も

の

で
し

か
あ
り
え
ず
、

実

践

的
領
野

に

い
た

っ
て
漸
や
く
、

ア

・
プ

リ
オ

リ
で
超
感
性
的

な
与

件

が
認

識

根
拠

と

し

て
告

知

さ

れ

る
か
ら

で
あ

る

。
し

た

が

っ
て

「自

己
を
、
自

由

の
主
体
と
し

て
は

ヌ
ー
メ

ノ
ン
と

し
、
同
時

に
自

然

に
関

し

て

は
、

そ

れ
自

身

の
経

験
的

意

識

に
お

け

る
現
象

と

せ

よ
、

と

い
う
逆
説

的
要
求

」
(o匿

)も

、

『実

践
理
性
批
判
』

そ

の
も

の
の
遂
行

に
よ

っ
て
、
正
当
性
を

穫
得
す

る
。
自
由

は

「
感
性

界
に

属
す

る
存

在
者

の
超

越
論
的
述
語
」
(胃

く
」
Oω
)
で
あ
る
。

そ
れ
は
ど

う

い
う

意
味

か
と

い
え

ば
、

「
感
性

界

に
属
す

る
存
在

者
」

が
同
時

に
叡

智
界

に
お

い
て
も
定

立
さ

れ
て
有

る
こ
と

の
、

ア

・
プ

リ
オ
リ

な
実

践
的
与
件

に
も
と

つ
く
実
然

的
認
識

の
穫
得

で
あ

る
と

い
う

こ

と

で
あ
る
。

そ
れ
だ

け
で
は
な

い
。
さ
ら

に
、

自
由

が
有

限
な

理
性

的
存
在

者

の

「
自

己
」

の
本
質
を

言

い
表
す
と

こ

ろ
の

「
述
語

」
で

あ
り

、
し
か
も
自

由

は
、

「
自

己
」
が

ヌ
ー
メ

ノ
ン
と

し

て
叡
智

界

に
定

立
さ
れ

て
有

る
と

い
う
側
面

に
着
目

し
た
か
ぎ
り

で

の
、

「
自

己

」

の

「
実
在
性

(「。
9
=
冨
ω
)」
、
す

な

わ
ち

理
性

的
存

在

者
を

し
て

理
性

的
存

在
者

た
ら
し

め

て
い
る
性

質

で
あ
る
、
と

い
う

こ
と

で
も

あ

る
。
言
う
ま

で
も
な
く

、
そ

れ
は
活
動
性

で
あ
り
、

か
か

る
活
動

性
を
有

す

る

「
自

己
」

は
、

「
活
動

的
な

も
の
」
と

し
て
把
握

さ
れ

な
け

れ
ば
な

ら
な

い
。

こ

の
よ
う

な
意
味

で
自

由
は

「
超
越
論

的
述

語
」

と
し

て
、

ま
ず

は
有

限
な

理
性

的
存
在

者

の

「
存
在

」

に
結
合

さ
れ
る

べ
き
も

の
な

の
で
あ

る
。
自

由

に
よ

っ
て

「
感
性

界

に
属
す

る
あ

る
存

在
者

(私
自
身

∀

が
、

し
か
し

同
時

に
叡
智

界
に
属
す

る

も

の
と
し

て
、

た
ん

に
無

規
定

に
問
題
的

に
思
惟
さ

れ
る
だ
け

で
な

く
、

そ

の
原
殴
性

碓
法
財

に
関

し
て
さ
え

も
、
屍
定

的
且

つ
実

然
的
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に
認

識
さ

れ
る
の
で
あ
り
、

か
く

し
て
叡
智
界

の
現
実
性

が
…

…
与

え
ら

れ
た

の
で
あ

る
」
象
■<
'一
賦
)
。
こ

の
視
点

か
ら
、

カ
ン
ト

は
叡

智
界

の
現
実
性
を
背

景

に
し
て
、

ひ
と

つ
の
展
望

を
も

ち
え

た

は
ず

で
あ

る
。

そ
れ
は
、

「
何

世
紀
も

か
け

て
成
し

遂
げ
え

な
か

っ
た
こ

と
」

が
、

一
八
世
紀
も

「
終
わ

ら
ぬ
う

ち

に
達

成
さ

れ
る
だ

ろ
う

」

と

い
う
展
望

、
す

な

わ
ち

「
人
間

理
性

の
知

の
渇
望

が
常
に
、

し
か

し
こ

れ
ま

で

の
と

こ

ろ
は
徒

ら

に
、
営

な

ん

で
き

た
こ

と

に
関
し

て
、

人
間
理
性
を
完

全

に
満

足
さ
せ

る
」
㊧
.o◎
望
)
と

い
う
希
望

で
あ

る
。
そ
れ

は
す
な
わ

ち
、
カ

ン
ト
的
意
味

で

の
知
的
直

観
と
、

そ
れ

に
よ

っ
て
存

在
に
も

た
ら
さ
れ

る
物
自
体

と

の
関
係
を

も
考
慮

し
た

超
越

論
哲
学

の
体
系

を
構
築
す

る
と

い
う
希
望

で
あ

り
、
展
望

で
あ

る
。

ハ
イ

ム
ゼ

ー
ト

に
よ

れ
ば

、

こ
れ

に
よ

つ
て

「
い
ま

や
現
実
は

内

精
神

的
な
存
在

確
信

(
。。
。
訂

。。。
ヨ
穿
呉

)
か
ら
見

ら
れ

る
の

で
あ

り
、
理
性

の
根
本
事
実

は
絶
対
者
と

の
か

の
精
神

的
な
触

れ
合

い
㊧
中

巳
ゴ
≡
ロ
。q
)
を
含
ん

で
お
り
、

こ
の
触

れ
合

い
か
ら
、
無
制

約
者
を
目
指

し
た
対
象

的
認
識

の
あ
ら

ゆ
る
努
力

の
う

え

に
、

そ
し

て
ま

た
無
制

約
者

そ

の
も

の
の
う

え

に
、
初

め

て
正

し

い
光

が
降

り
注

ぐ

の
で
あ

(
2

)

る
」

。
も
ち

ろ
ん
、

カ
ン
ト
自
身

に
よ
る
そ

の

「
現
実

の
遂
行
は

な

(
3
)

ら

な

か

っ
た

」

に

し

て

も

で
あ

る

。

そ

れ

に

し

て
も

「
批

判

の
道

だ

け
が
ま
だ
展

け

て
い
る
」
㊦
・。。
望

)。

と

こ
ろ
が
知

識
学

は
物
自
体

や
叡
智

界

の
現
実

性
を
認

め
よ
う
と

は
し
な

い
。
物
自
体

も
叡
智

界
も
、

フ
ィ

ヒ
テ
に
と

っ
て

「
当
為
」

で
は
あ

っ
て
も

「存

在
」

で
は
な

い
。
実
現
す

べ
き
実
践

的
理
念

で

は
あ

っ
て
も
、

現
実

で
は
な

い
の
で
あ
る
。
物
自

体

の
実

在
性

は
意

識
超
越

的

で
あ
り

、
知
識
学

は

そ
れ
を
受
け

入
れ

る
こ
と

は

で
き

な

い
と

い
う

。
知

的
直
観

に
し

て
も

フ

ィ
ヒ

テ
は
、

カ
ン
ト

の
知
的
直

観

は
自

ら

の
と

は

「
別

の
、

無

意
味

な

も

の
」

角
.同■ミ

一
)
だ
と

し

て
、
む

し

ろ
定

言
的
命
法

の
意

識
を

知
的
直
観

と
呼

び
、
そ
れ
を

基

盤

に
し
て
知
識
学

を
展

開
し
よ
う
と

す
る
。

た
し

か
に

フ
ィ
ヒ
テ
に

は
、
物
自

体

の
実
在
性
を

否
定

し
な
が
ら
も

、
カ

ン
ト

の
積
極

的
な

意

味
で

の
物
自

体
と
彼

の
自

我
自
体

と
を
重

ね
合
わ

せ
、
両
者

を
合

同

に
も
た

ら
そ
う
と
し

た
側
面

は
あ

る
。
と

い
う

よ
り
む
し

ろ
、
合

同

が
前

提

さ
れ

て
、

そ
こ
か
ら
知

識
学

の
思

弁
が
展

開
さ

れ
た

の
で

あ

ろ
う

。

し
か
し

ブ
イ
ヒ

テ
は

、

ア

・
ブ

リ
オ

リ
な
与
件
、
す

な
わ

ち
彼

の
言
う

知
的
直
観

を
基
盤

に
し

て
、

ひ
た
す

ら
前
進
的
方
向

に

突

き
進

ん
で

い
く
ば

か
り

で
あ

る
。

つ
ま

り

ア

・
プ
リ
オ

リ
な

与
件

か
ら
、

そ
の
存
在
根

拠

へ
の
真

剣
な
、

そ
し

て
ま

た
厳
密

な
遡

源

が

見
ら
れ
な

い
。

そ
の
た
め

フ
ィ

ヒ
テ
に
と

っ
て

「存

在
」

は
、

時
間
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に
お
け
る
恒
存
㊧
o訂
目
oe
と

し

て
の
み
理
解

さ
れ
る

こ
と

に
な

る
。

こ
れ
は
、

「
客
体

を

ふ
た

つ
の
意

味

に
取

る
」
㊧

蔭

≦
一)
と

い
う

カ

ン
ト

の
批
判
哲
学

の
中
心
と
な

る
思
想
が
、

フ
ィ
ヒ
テ
に
あ

つ
て
は

見
失

わ
れ

て
し
ま

っ
て

い
る
か
ら
だ
と

言
え
よ
う
。

二

フ
ィ
ヒ
テ
は
自
我

の
絶
対
的

自
立
性
と

い
う

こ
と

を
言

い
、
自
我

の
依
存
的

な
ら
ざ

る
も

の

へ
の
依
存
性

の
関
係
を
断

ち
切

っ
て
し
ま

う
。

こ
の
よ
う

に
自

我

の
自
立

性
が
、

つ
ま
り
自
我

の
独
立

性
が
知

識
学

の
出

発
点
と

さ
れ

る
こ
と

に
よ

っ
て
、

ハ
イ
ム
ゼ

ー
ト
が

カ
ン

(
4

V

ト

の
う

ち

に
見

る

「
絶
対

者
と

の
か

の
精
神

的

な
触

れ
合

い
」

は

「絶

対
者
と

の
触

れ
合

い
」
と
し

て
理
解
さ

れ
る

こ
と

は
な
く
、

自

我

は
、
謂
わ
ば

デ

カ
ル
ト
的
な
存
在

論
的
孤
独

、
と

い
う

よ
り

ほ
と

ん
ど
無
世
界
論

的
な
孤

立

の
う

ち
に
、
無
限

の
努
力

の
使

命
だ

け
を

帯

び

て
放

置
さ

れ

る

こ
と

に
な

る
。
自

我

の
独

立
性

(非

-
依
存

性

)
は

「
知
的
直
観

」
と
し

て
与
え
ら

れ
て
お
り
、

そ
れ

は
道
徳
法

則

の
意
識

に
根
拠
を

も

つ
と
、

フ
ィ
ヒ
テ
は
言
う
。

道
徳
法

則

の
意

識
そ

の
も

の
は

「
直

接
的
な
意

識
」

で
あ

っ
て
、

「
自
立
性

と
自
由

の
直

観

」

の
根

拠

は

そ

こ

に

あ

る

と

さ

れ

る

箱

'【.§

)。

『
第

二
序

論
』

は
言
う
、

「
こ

の
知
的

直
観

は
、
あ

ら
ゆ
る
哲
学

に
と

っ
て
確

固
た

る
唯

一
の
立
脚
点

で
あ

る
」
(。
9

)
。
こ
う
し

た

「自

我

の
自

立

性
」
と

か

「
知

的
直
観

」
と

い

っ
た
も

の
は
、

一
見
、

カ

ン
ト

の
認

識

根
拠

か
ら
存

在
根

拠

へ
の
遡
源

に
よ

っ
て
穫
得

さ

れ
た

「
立

脚

点

」
で
あ

る
か

の
よ
う

に
見
え

る
。
し
か

し
実
は
、

フ

ィ
ヒ
テ
は
遡

源

を
形

式
的

に
し
か

な
し

て
な

い
。

つ
ま

り
遡
源

は
、

道
徳
法

則
と

超

越
論
的
自
由

と

の
関
係
に
か
ぎ

っ
て
な

さ
れ

る
に
す

ぎ
な

い
。
そ

し

て
遡
源

の
形

式

性

の
ゆ
え

に
、
自

我

の
絶

対
的

自
立

性

と

い
う

(筆
者

か
ら
見
れ
ば

)
仮
象

が
生
じ

る
の

で
あ

る
。
カ

ン
ト
に
あ

っ

て
も

フ
ィ
ヒ

テ
に
あ

っ
て
も
、

ア

・
プ

リ
オ

リ
な
与
件

は

「
な
す

べ

し
」

の
意

識

の
み
で
あ
る
。

そ
こ
か

ら
存

在
根

拠
で
あ

る
超

越
論
的

自
由

に
遡

源
す

る
と

い
う
点

で
は
、

両
者

に
差

異
は
な

い
。
と

こ
ろ

が

フ
ィ
ヒ

テ
は

そ
れ
を
自
我

の
絶
対

的
自

立
性

な

い
し
独

立
性

の
証

示
と
す

る
。

そ
し
て
制
約
連

関
を

そ
こ

で
断

ち
切

っ
て
し
ま
う

の
で

あ
る
。

そ
れ

に
反

し
て
カ

ン
ト
に
あ

っ
て

ア

・
ブ
リ
オ

リ
な
与
件

(
定
言

的
命
法

)

は
、
自
我

の
自

立
性

や
独

立
性

を
指
し
示
す

と

い
う

よ
り

は
、

む
し

ろ
有

限
な

理
性

的
存
在

者

の
有

限
性

の
事

実
を
、
す

な
わ
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ち
依
存
的

な
ら
ざ

る
も

の

へ
の
依
存
性

の
事

実
を
証

明
し

て

い
る
。

我

々
に
可
能

な

の
は
法
則

へ
の
尊
敬

の
み
で
あ

る
。
尊

敬
と

い
う
原

初
的
な
現
象

は
、
法

則

へ
の
、

さ
ら

に
は
無
限
存
在

者

へ
の
、

我

々

の
依
存

の
証
示

で
あ

る
。
有
限

な
理
性
的

存
在
者

の
存
在

が
依

存
的

な
ら
ざ

る
も

の
に
依

存
し

て

い
る
こ
と
を

、

カ
ン
ト
は
忘

れ
て
は

い

な

い
。

そ
し

て
こ
の
よ
う
な
構

え

こ
そ
、
有
限

な
理
性
的
存
在

者

の

有
限
性

の
う
ち

に
留

ま

ろ
う
と

す

る
、

カ

ン
ト

の
批

判
哲
学

の
厳
密

に
批
判
的

な
態
度
に

ほ
か
な

る
ま

い
。

右

の
よ
う

な
差

異
が
生

じ
て
き

た
理
由
は
何

な

の
か
。
そ
れ
は
物

自
体

の
概
念

へ
の
、
さ

ら
に
は

そ
の
実
在
性

へ
の
、

フ
ィ
ヒ

テ
の
拒

否
的

な
態

度

に
由

来
す

る
と

い
え

よ
う
。

『第

一
序
論
』

は
独
断

論

と
観
念

論
と

の
二
律
背

反
を
提
起

し

て
い
る
。
独
断
論

は
経

験

の
説

明
根

拠
と
し

て
、
物
自
体

を
経
験

の
外

に
想
定

す
る

。
そ
れ

に
反
し

て
観

念
論

は
、

「
知
性
者

」
な

い
し

「
自

我
自
体

」
角
■一・占
3

を
想

定
す

る
。
独

断
論
と
観

念
論
と

は
互

い
に
論

駁
し
え

な

い
。
し

か
し

観
念

論

に
は
自
ら

の
主

張
を
、

経
験

の
説

明
根
拠
と

し
て

で
は
な

い

に
し

て
も

、

「
意

識

に
お

い
て
追

証
で
き

る
」

と

い
う

優
位

が
あ

る
、
と

い
う

の

で
あ

る

箱
.剛」占
o。
)。

フ
ィ
ヒ
テ
は
九

七
年

の
こ

の
論

稿
ま

で
は
、

「
自
我

自
体
」
と

い
う
表

現

の
使

用
を

避
け

て
き
た
と

い
う

。
そ

の
表

現

に
よ

つ
て

「
物
自

体
な

ど
と

い
う

も

の
の
表

象
」

に

い
た
る
き

っ
か
け
を

与
え

な

い
た
め

に
で
あ

る

(。
σ
臼
)
。
こ

の
よ
う

に
、
物
自
体

の
現
実
性

に
た

い
し
て
、
し

た
が

っ
て
ま
た
叡
智

界

の

現
実
性

に
た

い
し

て
も
、
ど

こ
ま

で
も
否

定
的

で
あ

る
。

ち
な
み

に

フ
ィ
ヒ
テ
は
物
自
体

の
概
念
を

、

こ
こ
に
言
わ

れ
る
よ
う

な
ネ
ガ

テ

ィ
ヴ
な
意

味

に
お
い

て
で
あ

れ
、
あ

る
い
は

ポ
ジ

テ

ィ
ヴ
に
、
実

現

さ
れ

る
べ
き
当
為
と

い
う
意
味

で
用

い
る
ば
あ

い
で
あ

れ
、
と
も

に

自
我

に
よ

っ
て
経
験

の
外

に
、

あ

る

い
は
自
己

の
外

に
定

立
さ

れ
る

べ
き
も

の
だ
と
考
え

て
い
る
。
し
か
も

そ
れ

は

「
た
だ

の
捏
造
」

で

あ
り

「
実
在
性

を
も

た
な

い
」
と

さ
れ
る
(①σ
O
)
。

こ
れ
は

フ
ィ
ヒ
テ

が
、
自

我

の
自
立
性

の
根
拠

を
顧

み
な

い
と

こ
ろ
か
ら

く
る
見
解

に

ほ

か
な
ら
ず
、
自

立
的
だ
と

さ
れ

る
自
我

の
存
在

そ

の
も

の
の
根

源

的
依
存
性

を
、

視
野

に
入
れ
て

い
な

い
こ
と

を
意

味
す

る
。
し

た
が

っ
て
ま

た
、

「絶

対
者
と

の
か

の
.精
神

的
な
触

れ
合

い
」
も
完
全

に

無
視

さ
れ
る
こ
と

に
な

る
。

そ

の
た
め
知

識
学

で
は
、

「
私

は
有
る
」

も
、

つ
ま
り

「
私
自

身

の
現
存

在
」

も
、

一
方

で
は
時
間

の
う
ち

に
生
起
す

る
感
性
的

規
定

に
結
合
さ

れ
る

こ
と

を
通
し

て
、

認
識
主
体

に
よ

っ
て
時
空
的

世
界

に
定
立

さ

れ

な
が

ら
、

他
方

で
は
ま

さ
し

く

そ

の

「
私

は
有

る
」
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は
、
超
感

性
的
規
定

と
結
合

さ
れ

る
こ
と
を
通

し
て
、
意

識

の
地
平

と
は
異
な

っ
た
、
謂

わ
ば
叡
智

的
地
平

で
の

「
私

は
有

る
」

で
も
あ

る

の
だ
と

、
そ
し

て
そ

の
か
ぎ
り

で
、
時

間

の
外

の
永

遠
な

る

「
私

は
有

る
」

な

の
だ
と
、
確

信
さ

れ
る

こ
と

は
な

い
。

た
と
え
ば

シ

ェ

リ
ン
グ

の
よ
う

に
、

「
人
間
は
、

た
と
え
生
ま

れ
落

ち
る

の
が
時

間

の
な

か
で
あ

る
に
し

て
も

、
し

か
し
創

造

の
始

源

(
中
心
)

に
創

ら

(
5

)

れ

て

い
る
」
と

い

っ
た
視
点

に

い
た
る
可
能
性

は
塞

が
れ
て
し
ま

っ

て
い
る
の

で
あ

る
。
理
性
的
存

在
者

の

「
行

い
そ

の
も

の
は
時
間

に

(
6
)

属
し

て

い
る

の
で
は
な
く
、
永

遠

に
属

し

て
い
る
」

の
で
あ

る
。
と

こ

ろ
が
知

識
学

で
は

「
私

は
有

る
」

は
意

識

の
主
体

が
恒
存
す

る
こ

と

で
あ
り

、
そ

の
か

ぎ
り

で
時

間
内

に
お
け
る
存
在

と
し

て
把
握
さ

れ
ざ

る
を
え

な

い
。

そ
れ
な

ら
ば
、
先

ほ
ど

の
自
我
自

体
も
時

間

の

な
か

で
恒
存
す

る
も

の
で
し

か
な

い
の
で
あ
ろ
う

か
。
そ
し

て
そ

の

「絶

対

的

に
最
初

の
作
用

」
爲
.一.お
ω
)も
時

間

に

お
け
る

生
成
と

い

う

こ
と

に
な

る
の
で
あ

ろ
う

か
。

と

こ

ろ
で
カ
ン
ト

に
あ

っ
て
は
、
自
我

は
自

我

に
よ

っ
て
定
立

さ

れ
る
以

前

に
、
す

な
わ
ち

も

の
の
存

在
に
関
し

て
綜
合
的

認
識
と

し

て
立

て
ら
れ

る
以
前

に
、
無

限
悟
性

に
よ

っ
て
、
言

い
換

え
れ
ば
、

カ
ン
ト

的
意
味

で
の
知
的
直

観

に
よ

っ
て
、

そ
れ
自
体

に
お

い
て
定

立

さ
れ

て
有

る
の
だ

と
言
わ
な

け
れ
ば
な

ら
な

い
。
自
我

が
そ
れ
自

体

で

の
存

在
に
、

つ
ま
り
時
間

の
外

で
の
存

在

に
も

た
ら
さ

れ
る

の

は
、
無

限

悟
性

に
よ

つ
て

で
あ

る
。

こ

れ

こ
そ

カ

ン
ト

に
お
け

る

「
存
在

」
と

い
う

こ
と

の
意

味

に
ほ

か
な
ら
な

い
。

カ
ン
ト

に
あ

っ
て
は
有
限

な
理
性

的
存
在

者
は
、
時
間

の
外

な
る

自
ら

の
活
動
性
、

な

い
し
能
動

性

に
無

制
約

な
拘

束
性
を
覚

え

る
。

「
内
な

る
超
感
性

的
な
も

の
」

、
す

な
わ
ち
超
越

論
的
自
由

が
、
定

言
的
命
法

の
形
を

と

っ
て
我

々

に
迫

っ
て
く

る
の
で
あ

る
。
そ
れ

は

ま

た
我

々

の
有
限
性

の
証

で
も

あ
り
、
有

限
な
理
性

的
存
在

者
が
依

存

的

で
あ

る
と

い
う
事

実

の
自
覚

を
促
す

。
さ
ら

に
ま
た

「
私
」

が

「
現
象

に

お

け

る

対
象

に

し

て
物

自
体

」
(α9
Q
①α。
9
器
巳

ヨ

α
9

国
冨
o
冨
5
ロ
コ
σ。
呂
二
臣
田
U
三
。。
き

。。8
ゴ
)
で
あ

る

こ
と
、

こ
れ
を

超
越

論

的
自

由

は
指

し
示
す

の
で
あ

る

只

.〉
置
×
護
曽
N
い
)。
理
性

的
存

在

者

一
般

は
物
自
体

と
し

て
も
存
在

す

る
。
時
間

の
外
な

る

ヌ
ー

メ
ノ

ン

と
し

て

の
自
己

は
、
す

で
に
述

べ
た
よ
う

に
、

超
越
論
的
自

由
と

い

う

「
述
語
」

に
よ

っ
て
そ
の
本

質
が
言

い
表

さ
れ
る
と

こ
ろ

の
存
在

者

で
あ

る
。
し

た
が

っ
て
感
性

界

に
属
す

る
理
性

的
存
在
者

も
、
自

由

と

い
う

超
越
論

的
述
語

で
規

定
さ

れ
る
か
ぎ
り

で
、
ま

た
、
そ

の

存

在
者

の
存

在

が
現
実
的

で
あ

る
か
ぎ
り

で
、

そ
れ
は

「
現
象

に
お
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け

る

対

象

」

で

あ

る

と

同

時

に

「物

自

体

」

で

も

あ

る

の
で

な

け

れ

ば

な

ら

な

い
。

「
と

こ

ろ

で
た

ん

に

可

能

的

な

も

の
と

現

実

的

な
も

の
と

の
我

々

の
区

別

は
す

べ

て
、

可

能

的

な
も

の

が
我

々

の
概

念

と

相

関

的

に

(
「Φ
ω瀦
蓋

く
9風

琶

。。。
∋

bd
o
。。ユ
頃
)
、

そ

れ

に

一
般

に
、

思

惟

す

る

能

力

と

相

関

的

に
、

あ

る

も

の

の
表

象

の
定

立

(
勺
o
。。三
〇
コ
)
を

意

味

し

て

い
る

に
す

ぎ

な

い

の

に

、

現

実

的

な

も

の

と

は

(
こ

の
概

念

の

外

で

の
)

そ

の

も

の

自

体

の

定

立

(。っ①
臼
き

αq

α
$

9

轟

。。。
雪

。。言
ゴ

・。oぎ
⑭【
)

を

意

味

し

て

い

る

、

と

い
う

こ

と

に

も

と

つ

く

」

象

.<

.§

)。

「
概

念

の
外

」

で

定

立

さ

れ

る

の

は

何

な

の

か

。

い
う

ま

で
も
な
く

、
現

実
的

な
も

の
、
存

在
す

る
も

の
、
。蕊

で
あ

る
。

そ
し

て
現
実
的
な
も

の
に
は
、
言

い
換
え

れ
ば
、
存

在
す

る
も

の
に

は
、
定

言
的
命
法

の
意
識
を

有
す

る
と

こ

ろ
の
有

限
な
理
性

的
存
在

者
も
含

ま

れ
る
。
こ

こ
で
定
立
作
用

の
主
体

は
何

な

の
か
の
詮
索

は

す
ま

い
。
し

か
し

フ
ィ
ヒ
テ

の
自
我

で
は
あ

る
ま

い
。
と

は

い
え
、

少
な
く
と
も

こ
こ
か

ら
言
え

る

こ
と

は
、
超
越

論
的
自
由

の
客
観
的

実
在

性

の
証
明
に
よ

っ
て

「
私

は
有

る
」
も
、

物
自
体

そ

の
も

の
と

し
て
立

て
ら
れ

て
い
る
こ
と

で
あ

る
と

い
う
、

謂
わ
ば

根
源
的
依
存

性

の
自
覚

が
も
た
ら

さ
れ

る
、

と

い
う

こ
と
で
あ

る
。
そ
し

て
こ

の

存
在
確
信

は
、
た

ん
に
叡
智
界

に
お
け

る

「
私

は
有

る
」

の
確

信

で

あ

る
の
み
な
ら
ず

、

ハ
イ

ム
ゼ

ー
ト

の
言
う

「絶

対
者
と

の
触
れ
合

い
」
を
も

、
し

た
が

っ
て
当
然

の
こ
と

な
が

ら
、
絶
対
者

の
存
在
を

も
そ

の
射
程

に
収

め

て
い
る
の
で
あ
る
。

三

次
に
、

カ
ン
ト
が
現
象

・
物
自
体

の
対
立

思
想
を

一
貫
し

て
保
持

し

た
こ
と
、
し

か
も

そ
れ
は

フ
ィ
ヒ

テ
の
知

識
学
と

は
反
対
方
向

に

お

い
て

で
あ

っ
た

こ
と

、
そ
し

て
そ

の
意

図
が
ど

こ
に
あ

つ
た
か
、

そ
れ
を
確
認

し

て
お
き

た

い
。

そ
し

て
ま

た
、
三
批

判
書

に
お

い
て

な
ぜ
あ
れ

ほ
ど
ま

で
も

自
由

の
問
題
が
際

だ
た
せ
ら

れ
た

の
か
を
、

押

さ
え

て
お
き

た

い
。
そ

の
こ
と
に
よ

っ
て
、

カ
ン
ト
が
志
向

し

て

い
た
超
越
論
哲

学

の
体

系

に

つ
い
て
、

な
ん
ら
か

の
示
唆

が
え

ら
れ

る
と
思
う
か
ら

で
あ

る
。

そ

の
際

、

『遺
稿

』
を
も
基

礎
資
料

と
し

て
用

い
た

い
。
カ

ン
ト

の
生
前

に
公
刊
さ

れ
な

か

っ
た

『遺
稿
』

や

『
レ

フ
レ
ク
シ
オ

ー
ネ

ン
』

は
カ

ン
ト
自
身

の
思
想

と
し

て
は
認
め

ら
れ
な

い
と

い
う
立
場

も
可
能
だ

ろ
う

が
、
し

か
し

ペ
ン
を
執

っ
た

の
は
カ

ン
ト
自

身

で
あ

り
、
書

き
留
め

て
お
く
必

要
性
を
感

じ
て
、

カ

ン
ト

は
メ

モ
を
認

め
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た
は
ず

で
あ

る
。

ハ
イ

ム
ゼ

ー
ト
は
、

『
遺
稿
』

の

「
諸
断

片
を
初

心

に
返

つ
て
徹
底
的

に
調
査
す

る
」
必
要

性
を
説

き
、

「
カ

ン
ト

の

形
而
上
学

的
思
惟

の
基
礎
資
料

」

の
ひ
と

つ
と

し
な
け

れ
ば

な

ら
な

(
7

)

い
と

述
べ

て
、

そ

の
重
要
性

を
強
調

し
て

い
る
。
こ

の
示
唆

に
鼓
舞

さ

れ
て
、

『遺
稿
』

の
断

片
、

お
よ
び

『哲
学

に
お
け

る
永

久
平

和

(8
)

の
た

め
の
論
考
』
(
一
七
九
六
年

)
で
の
カ

ン
ト

の
言
表

を
手

が
か
り

と

し
て
、

そ
こ
か
ら
読

み
取
れ

る
、
カ

ン
ト

の
批
判
哲

学

の
形

而
上

学

の
方

向
性

を
確
認

し
て
お
き

た

い
。

「
私

　
入

間
。

フ

ァ
エ
ノ

メ
ノ
ン
、

ヌ
ー

メ
ノ
ン
。
現
象

に

お
け
る
対

象

に
し

て

(砦
O
)
物
自

体
」
只
.〉
ド
×
護

.8

)。

人
間
、

す
な
わ
ち

一
方

で
、

理
性
的
存

在
者

一
般

の
う

ち
で
感
性

界

に
お
け

る
存
在

が
認
識

さ
れ

て
い
る
存

在
者
、

そ
し

て
下
級
欲
求

能
力

の
客

観
的
実
在

性

が
経

験
的

に
も

認
識
さ

れ
て

い
る
存

在
者
、

し

か
し
他
方

で
、

か
か

る
実
践
的
被
制

約
性

の
ゆ
え

に
、

自
ら

の
純

粋

理
性

の
活
動
性

を
、
す

な
わ

ち
上
級

欲
求
能

力

の
活
動

性
を
、

定

言

的
命
法
と

し
て
意

識
せ
ざ

る
を
え
な

い
存
在

者
、

そ

の
よ
う

な
存

在

者

で
あ

る
と
こ

ろ

の

「
私
」

は

「
フ

ァ
エ
ノ
メ
ノ

ン
」

で
あ

る
と

同

時

に

「
ヌ
ー

メ
ノ

ン
」

で
あ

り
、

「
現
象

に
お
け

る
対
象

に
し

て

物

自
体
」

で
あ

る
と

い
う

こ
と

、

こ
れ
は

『純
粋

理
性
批
判
』

以
来

の
カ

ン
ト

の
変
わ

ら
ざ

る
思
想

で
あ

る
。
こ

の
メ
モ
は
そ
れ
を

凝
縮

し
た
も

の
と
見

て
よ

い
だ

ろ
う

。
ま

た
次

の
よ
う

な

メ
モ
も

見
ら

れ

る
。

「
と

こ
ろ

で
人
間

は
動
物

と
し

て

は
世

界

に
属
し

な
が

ら

も

、
し

か
し
ま

た

人
格
と

し

て
は
正
義

を
な

し
う

る
諸
存

在

者

に
属
し

て
お
り

、
し

た
が

っ
て
意

志

の
自
由

を
有

し
、

そ

の

訂
窪
蕾
ゑ

が

他

の
あ
ら

ゆ
る
存

在
者

か
ら

か
れ
を

区

別
し
、

そ
の
住
人

が

∋
9
。。
で
あ

る
と

こ
ろ

の
存

在
者

に
属

し
て

い
る

神

、
世

界
、

そ
し

て
私
、

〔
す
な

わ
ち
〕

両
者
を

結
合

す

る
思
惟
す

る
存

在
者

、
世

界

に
お
け

る
思
惟

す

る
存

在

者

」

(①
げ
ら
謹

.ω
α
)
。

ヨ
①鴇

を

そ

の
う

ち

に
住

ま

わ

せ

る
存

在

者

た

る

「
私

」

が

、

「
神

」

と

「
世
界

」

と
を

「
結
合
す

る
思

惟
す

る
存

在

者
」

で
あ

る
。
言

い
換
え

れ
ば

、
形
而

上
学
的

思
弁
を

な
す

の
は

「
知
性
者

」

と

し
て

の
我

々
自
身

で
あ

る
が
、
思
弁

の
基
礎

と
な

る
の
も
、

そ
の

「
現
存

在

の
意

識

に
何

か
が

ア

・
ブ

リ
オ

リ

に
含

ま

れ

て

い
る
」

(甲
鼻
ω
O
)
よ
う

な
存
在
者

た
る

「
私
」

そ

の
も

の
を
考
察

す

る
こ
と
で

あ

る
。

こ
の
よ
う
な

パ
ン
セ

ー
を
念

頭

に
置

い
て
、

カ

ン
ト

は
こ
れ



を
記
し

た
も

の
と
思

わ
れ

る
。
も
ち

ろ
ん

フ
ィ
ヒ
テ

の
よ
う

に
知
的

直
観

か
ら
思
弁
を
展

開
す

る
こ
と
は

で
き

な

い
。
知

的
直
観

は
無
限

悟
性

の
も

の

で
あ

り
、

我

々
の
も

の

で
は
な

い
。
む

し

ろ

ヨ
o蕊

あ

る

い
は

昌
o仁
。。
を

自

ら

の
内

に

「
住

人
」
と

し

て
住
ま

わ

せ

て

い
る

ヌ
ー
メ
ノ

ン
た
る

「
私
」
自

身
が
客
観

的

に
認

識
さ
れ

る
こ
と

が
思

弁

の
基
礎

と

な

る

の
で
あ

る

。
な

ぜ
な

ら

そ

の

「
私

」
自

身

は
、

「
動
物

と
し

て
は
世
界

に
属
し
な

が
ら
も
」
、

し
た

が

っ
て
実
践

理

性
を
自

ら

の
幸
福

の
道
具

と
し

て
用

い
る

こ
と

は
可
能

で
あ

る
に
し

て
も

、
し

か
し
理
性

の
道

具
主
義

的
な
捉
え
方

や
、

「
超
越
論

的
自

然
専

制
論

(雪
き
。。N。
巳
窪
琶
①
℃
ξ
。。δ
冨

一一。
)」
㊧
.ミ
刈
)
の
届

か
な

い
地

平

で

の
存
在

の
場
を
、

「
私
」

は
確

保
し

て

い
る
か

ら

で
あ

る
。
す

な
わ
ち

「
私

」
が
感
性

的
存
在
者

で
あ
り

な
が
ら
、
同

時

に
物

自
体

で
あ
り

ヌ
ー

メ
ノ
ン
で
あ

る
と

い
う
存
在

確
信
は
、

ア

・
プ

リ
オ
リ

な
実
践
的
与

件
に

よ

っ
て
支
え

ら
れ

て
い
る
か
ら

で
あ

る
。

し
か
も

要
請
論
を
前

提
す

る
な
ら
、

そ

の
存
在
確

信
は
さ
ら

に
ま
た

「
私
」

が
知
的
直
観

に
よ

っ
て
産
出

さ
れ
、
存
在

に
も

た
ら

さ

れ
て

い
る

の

だ
と

い
う

こ
と
を
も

、
含
ま
ざ

る
を
え

な

い
。
神

の
現
存
在

は
最
高

善

の
可
能

性

の
た
め

に
要
請

さ
れ

た
に
せ
よ
、

そ
れ

に
よ

っ
て
神

の

第

一
義

的
な
、
創

造
主
と

し
て

の
意
味

は
廃
棄

さ
れ

る
わ
け

で
は

な

い
か
ら

で
あ
る
。

「
私
は
有

る
」
は
神

の
知
的
直
観

に
よ
る
産
出

で

あ
る

の
で
な
け

れ
ば
な
ら
な

い
。

い
み

じ
く
も

フ
ィ
ヒ

テ
は
、

カ

ン
ト

の
用
語
法

で

は

「直

観
」

は

つ
ね

に

「
存
在

(o。
。葦

)」

に
、

す
な

わ
ち

「
定
立

さ

れ
て
あ

る
こ
と

(Q
①
。・o【N密

旨
)」

に
向

け
ら
れ

て
い
る
こ
と

を
指
摘

し
て

い
る
。
し

か

し

同
時

に

フ

ィ
ヒ

テ
は
、

「
定

立

さ

れ

て
あ

る

こ
と
」

を

「
恒

存

㊥
①7
p。R
o昌
」
と
等

置
し

て

い
る

角

一.ミ

一
)。
す

な
わ

ち
、
自

我

に
よ

っ
て
時

間

の
う

ち
で
定
立
さ

れ

て
有

る
こ
と

と

い
う
意

味

で
の
そ
れ

に
、

カ

ン
ト

の
直

観
は
向

か
う

と

い
う

の
で
あ

る
。

し
か
し
直
観

が

「
存
在

」

に
向

か
う

に
し

て
も
、
そ

れ
は

カ

ン
ト

の
ば
あ

い
、
無

限

悟
性

に
よ

る
知

的
直
観

が
ヌ
ー

メ
ノ

ン
の
存
在

に
向

か
う

と

い
う

意

味

で
な
け

れ
ば

な
ら
な

い
。

そ
し

て
か
か

る
根

源
的

依
存

性

の
意

識

を
伴

っ
た
存
在
確

信
を
も
、

純
粋
実

践
理
性

の
事
実

は
与
え

る

の
で

あ

る
。

『哲

学

に
お
け
る
永
久
平

和

の
た
め

の
論
考
』

で
カ

ン
ト
は

次

の

よ
う

に
述

べ
て

い
る

。
経

験
を
通

し

て
は
知

ら
れ
な

い
に
レ

て
も
、

し
か
し
そ

の

「
実
在
性

と
真

理
性

」
と
を

諸

々
の
作

用

.
(結
果

)

に

お

い
て
証

明
す

る
よ
う

な
も

の
が
あ

る
。

「
こ
れ
は
自
由

の
概

念

で

あ
り
、
ま

た
自
由

に
由

来
す

る
法

則
、
定

言
的
な

、
す
な

わ
ち
端
的

カン トと初期 フ ィヒテ との接 点/36



に
命
令
す

る
命
法

の
法
則

で
あ

る
」
象
.≦
.8
9
。
こ
れ
は

『道
徳
形

而
上
学

の
基

礎
付

け
』
以
来
、

一
貫

し
て
カ

ン
ト
が
論

じ
て
き
た

こ

と

で
あ
り

、
ま
た

『
形
而
上
学

の
進
歩
』

に
関
す

る
懸
賞
論
文

で
も

論
じ
ら
れ

る
事
柄

で
あ
る
。
し

か
し
定
言

的
命
法
を

産
出
す

る
純
粋

理
性

の
事
実

の
意
味

を
考

え

る
う

え

で
重

要
な
言
表

が
、

こ
の
論
考

に
見

ら
れ

る

の

で
あ

っ
て
、

こ
の
方

が
重

要

で
あ

り

、
先

の
引

用

は
、

こ
れ
が

カ

ン
ト

の
批

判
哲
学

の

一
貫

し
た
脈
絡

の
う
ち

で
語

ら

れ
て
い
る
こ
と
を
証
示
す

る
た
め

に
挙
げ

た
ま

で
で
あ

る
。

「
理
性

に
よ

っ
て
人
間

の
心

に
精
神

(ヨ
9
。・
』
o
話
)
が
賦

与

さ

れ

る
。
そ

れ
は
、

人
間

が
た

ん
に
自
然

の
メ
カ

ニ
ズ

ム

や
技

術
的

・
実
践

的
な

諸
法

則

に
か
な

っ
た
生

の
み
な

ら

ず
、

ま

た
道
徳
的

・
実

践
的

な
諸
法

則

に
か
な

っ
た
生
を

送

る
た
め
で
あ
る
」
禽
.≦

.い
O
o。
)。

こ
こ
に

い
う

「
理
性

」
と
は
、

理
性

の
実
践

的
能
力
を
批
判
す

る

こ
と

に
よ

っ
て
初
め

て
露

に
な

る
純
粋
理
性

の
こ
と

で
あ

る
。
す

な

わ
ち

「
純
粋
能
力
」
(<
.ω
)
を
含

む

こ
と
が
明

ら
か
に
さ

れ
た
我

々

の

理
性

で
あ
り
、

す

で
に
、

道
具
主
義

的
な

理
性

把
握
を

突
き
破

っ
て

し
ま
う

よ
う

な
活
動
性

の
根

本
事
実

が
証
明

さ
れ
た

「
理
性
」

で
あ

る
。

こ
れ

に
よ

っ
て

「
人

間

の
心

に
精
神
」

が
、

「
メ

ン
ス
」
あ

る

い
は

「
ヌ
ー

ス
」

が
、

「
賦

与
」
さ

れ
る
と

い
う

。
こ

の
言
表

の
意

味

に

つ

い
て
は
、

今
後

、

厳
密

に
考

え

な
け

れ
ば

な

ら

な

い
に

せ

よ
、
し

か
し
少
な
く
と

も

こ
れ
は
、
超
越

論
的
意
味

で

の
自
由

が
与

え

ら
れ

て

い
る
と

い
う

こ
と

の
、
よ
り
深

い
意
味
を
指

し

て
い
る
。

そ
れ
に
、

さ
き

に
述

べ
た

「
私

は
有

る
」

の
存
在

確
信

と

の
連

関

で

考
え

ら
れ

な
け
れ
ば
な

ら
な

い
だ

ろ
う

、
と

い
う

こ
と
も

見
当

が

つ

く
。
す

な
わ

ち
、

「
人
間
」

、

「
神
」

と

「
世
界

」
と
を

結
合
す

る

「
思
惟
す

る
存
在

者
」

で
あ

る

「
私
」

は
、
ま

さ
に
道
徳
法

則

の
存

在
根
拠

た

る
自
由
を

有
す

る
存

在
者

で
あ
る

が
ゆ
え

に
、

「
根
源
的

に
神

の
種
族

に
属
す

る
」
、
と
言

お
う

と
し

て

い
る
の

で
あ

る
。

「
自
由
概
念

の
実
在
性

は

そ
れ

ゆ
え
直

接
的

に

(直

に
)

で
は
な
く
、

間
接

的

に
中
間

原
理

を
通

し

て
立

証

さ
れ
、

証

明
さ

れ
う

る

。

〈
一
な

る
神

が

あ
る
〉

と

い
う

命

題
も

同
様

で
あ

る
。
す

な
わ

ち
人

間

の
道

徳
的

実
践

的
理
性

に

お

い
て
、
人

間

の
あ

ら

ゆ

る
義

務
を

(あ

た
か
も

)
神

の

命

令

(
で
あ

る
か

の
如
き

も

の
)

と

し

て
認
識
す

る
こ
と

に
お

け
る
彼

の
規
定

〔
が
立
証

さ

れ
証
明

さ
れ
う

る

の
で

あ

る
〕

。
す
な

わ
ち

使
命

お
よ
び

素
質

に
関
し

て
は

〈
我

々
は
根

源
的

に
神

の
種

族

に
属
す

る
〉

。

そ
し

て
自

由

と

37/カ ン トと初期 フィヒテ との接点



.い
う
、
我

々
に
も

把
握

で
き

な

い
能
力

が
無
限

に

〔♪
…
…
〕

の
領
域

の
外

に
我

々
を
…

立

て
る
・
L
魯

≧

謹

.レ
3
ゲ

〈≦
マ
ωヨ
α
ξ
。・冥
葺

αqぎ
げ
。q
α
套

。7
①
コ
9

8
三
。o
募

>

Q

こ

こ

で
詳

論

は
で
き
な

い
が
、
し

か
し

こ
の
命

題
は
、

『
実
践
理
性

批
判
』

か

ら
必
然

的

に
導

き
出

さ

れ
る
。
道
徳
法

則

は
、

「
最
高

の
知
性
者

と

し

て

の
無

限
存

在
者

さ
え

も
含
む

」
臼
・<
'ω
q
)
の
で
あ

る
。

純
粋

実

践

理
性

の
事
実

の
確
定

は
、

「
神
」

と

「
世

界
」
と
を

「
結
合
す

る

思
惟
す

る
存
在
者
」

た
る

「
私
」
が

「
神
秘
体
(8
弓
房

∋
冤
巴
2
∋
)」

句
.留
ひ
)
あ

る

い
は

「
恩
寵

の
国

(δ
α。目
∋

。。邑

す
o
と

㊧
.。。
お

)
の

一
員

で
あ

る
、

と

い
う
確

信

に
ま

で
到
達

す

る
は
ず

で
あ

る
。

そ

れ
は

「
感
性

界

に
お
け
る
思

惟
す

る
存
在

者
」

た
る

「
私
」
自

身
を
考
察

す

る

こ
と

に
よ

っ
て
で
あ
る
。

し
た
が

つ
て

い
ず

れ
、

『
純
粋

理
性

批

判
』

の

一
節

、

「
合

理
的
心
理
学

か
ら
宇
宙

論

へ
の
移

り
行
き

に

関
す

る

一
般

的
注
解

」

に

つ
い
て
考

察

さ
れ

な
け

れ
ば

な

ら
な

い

が
、

し
か
し
本
稿

で
は
こ
の
問
題

に
立

ち
入
ら
な

い
。

四

カ

ン
ト

の
思
弁

は
、
理
性

の
自

発
性

の
所
産
を
与
件

と
し
、

ま
た

認

識
根

拠
と

し

て
自

発
性

そ

の
も

の
に

ア
ブ

ロ
ー
チ

し
、

そ

し

て

「
目

に

は

見

え

な

い

そ

れ

自

身

で

活

動

的

な

も

の

(①竃
霧

C
コ
。・8
三
げ
唐
o。。
旨
「
・・δ
ゴ
。・2
σ
矯
目
珪
。q2
)」
倉
』
<
.ω
一
一
)
に
、

ア
プ

ロ
ー

チ
し

よ
う

と
す

る
。
そ
し

て
与
件

の
存

在
根
拠

に
遡
源

的
に
向

か
う

こ
と
を
通

し

て
、

先
に
触

れ
た
存
在
確

信

に
い
た
り

、

そ
こ
か

ら
前

進
的
方
向

に
お

い
て
最
高
善

を
目
指

し

て
思
弁
を

展
開
す

る
。
言

い

換
え

れ
ば
思
弁

は
、
先
ず

は
自

発
性

の
方
向

(当
為

の
指

し
示
す
方

向
)

と
は
反
対
方
向

に
向

い
、
そ

こ
で
確
定

さ
れ
る
事
実

、
す

な
わ

ち
純
粋

理
性

の
根

本
事
実

は

い
う
ま

で
も
な
く

、
そ
れ

の
制

約
と

な

っ
て

い
る
、

認

識

の
順
序

と

し

て
は
後

な

る
諸

事
実

を

も
踏

ま
え

て
、

そ
れ
か
ら
自

発
性

の
向

か
う
方
向

で
、
す
な

わ
ち

、
前

進
的

方

向

で
も

「
実
践
的

・
定
説
的

」
な
確
定

を
な
し

て

い
く

。
そ

の
際

カ

ン
ト
は
、
自

己
を

あ
く
ま

で
も

「
客
体

」
と
し

て
措

定

し
て

い
く

。

自
発
態

に
お
け

る
自

己
が

そ

の
ま
ま
哲

学
者

に
と

つ
て
の

「
客
体

」

に
な
れ
る
、
あ

る

い
は

「
客
体

」
と

一
で
あ

る
よ
う

な
仕
方

で
、

そ

れ
を
直
観

で
き

る
と
は
考
え

て

い
な

い
。
目

は
目
を

見

な

い
の
で
あ

り
、

む
し

ろ
思
惟

し
意
欲
す

る
自

己

の
働
き

の
所
産

か
ら
、
客
体

と

し

て

の
自

己
を
構

成
し
、

そ
れ
を

ヌ
ー

メ
ノ
ン
と

し

て

「
実
践
的

・

定
説

的
」

に
認

識
す

る
の
で
あ

る
。
し
か
も

そ
れ
が
有

限
で
依
存

的
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な
も

の
で
あ

る
こ
と

を
、

カ
ン
ト
は
強
調

す

る
。
そ

の
こ
と

に
よ

っ

て
常

に
同
時

に
、
無

限

で
依
存

的
な

ら
ざ

る
も

の
を
指

し
示

し

て
い

る
の
で
あ
る
。

さ
て

フ
ィ
ヒ
テ
は

一
七
九
七
年

ま
で
は
、
物

自
体
だ

と
誤
解

さ
れ

な

い
よ
う

に
、

「
自

我
自

体

」
と

い
う

表

現
を

避
け

て
き

た
と
言

う

。

ブ
イ
ヒ
テ
に
あ

っ
て
は
右

に
述

べ
た
よ
う
な
物
自

体

の
存

在
確

信

に
い
た
る
通
路
も

、
そ

こ
に
展
け

る
パ
ー

ス
ベ
ク
テ

ィ
ヴ

を
捉
、尺

る
可
能
性

も
塞
が

れ

て
し
ま

つ
て
い
た
に
し

て
も
、

し

か
し
実
は

こ

の

「
自
我

自
体
」

は
、

カ

ン
ト

の
物
自
体

と
し

て

の

「
私

」
と
同
形

の
も

の
と
し

て
捉
え

ら

れ
て

い
た
の
で
は
あ

る
ま

い
か
。
す

で
に

一

七

九

二
年

に
最
初

期

の

フ
ィ
ヒ
テ
は
、
前
節

の
最
後

に
引
用
し

た
カ

ン

ト

の

『
遺

稿

』

の
断

片

に

含

ま

れ

て

い
る
命

題

、

〈ヨ

ロ
ヨ
α

9
。。只
0
5
αqぎ
7
。qα
三
δ
ゴ
o昌
Q
2
0
巨
oo
7
房
〉

と

ほ
と

ん
ど
変

わ
ら

な

い
言

明
を

し
て

い
る

の
で
あ

る
。

『
あ
ら

ゆ
る
啓
示
批
判

の
試

み
』
は
、

「
我

々

の

一
層
高

次

の
起

源

(
巨
器
≡

α
7
0「9
¢
「。。℃
已
口
α。
)
」

と

か

「
我

々

の
精
神

的
素

性

」
角
■<
.ω
O
)と

い
う

こ

と
を
言

つ
て
、
理

性

的
存

在
者

の
感
性

的
自

然
と

の
非
連

続
性
を

暗
に
表
明

し

て
い
る
。

そ
し

て
フ
ィ
ヒ

テ
に
よ
れ
ば
、

そ
れ
を
指

し
示
す

の
は
定
言

的
命

法

で
あ

る
。

定
言

的
命
法

は

「
我

々
の
内

な

る
神

の
き

ら
め
き

(oぎ

。q
O
ρ島
o冨
「
聞
ロ
ロ
胃〇
一昌
ロ
コ
ロリ
)」
角
'<
.ω
O
)で
あ

る
。

そ
し

て
そ
れ

は
ま

た

「
我

々
が
神

の
種
族

に
属
す

る
こ
と

の
証

(o
ヨ

⊂
三
。
旦

碧
ρ

9
鴇
ヨ
「

。。
o
ヨ
o
・。
Q
o
。。o巨
o
o
7冨

のヨ
自
)」

で
あ

る

と

言

う

(09

)。

こ

れ

は

『
遺

稿
』

で
の
カ

ン
ト

の
言
葉
と

ま

っ
た
く

同
じ
と
見

て
よ
い
だ
ろ
う

。

と
す

れ
ば
、

フ
ィ
ヒ

テ
の
自

我
自
体

と
カ

ン
ト

の
物
自
体

と
し

て
の

私
と

は
、

そ
の
存

在
地
平

が
異

な

っ
て
い
る
に
し

て
も

、
少
な
く

と

も
同
形

的
な
も

の
を
宿

し
て

い
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら

な

い
。

フ

ィ

ヒ

テ

の

「
自

己

自

身

へ
の

帰

還

(N
ξ
O
。
葵
。ぎ

三

ロ
。。喜

切9
訂
一)」
角
.一ム
お
)
は
、
カ

ン
ト
に
お

い
て
見
ら

れ
た
よ
う

な
存

在
地

平

の
掘
り

下
げ
を
示

す

こ
と

な
く
、
即
座

に
自
発
性

の
向

か
う

方
向

に
跳
ね
返

さ
れ

る
。
そ

の
方
向

で
の
直

観
、
あ

る

い
は

こ

の
よ
う

な

言

い
方

が
許
さ

れ
る
な

ら
、

自
発
性

の
動

き

に
乗

っ
た
直

観
、

こ
れ

を

フ
ィ

ヒ
テ
は
知
的
直
観

と
呼
び

、
自
ら

の
立
脚
点

に
し

て
い
る
と

い
え

よ
う
。

つ
ま
り
便
宜

上

「
客

体
」
と

い
う
言
葉

は
用

い
な

が
ら

も
、
自
我
を

客
体
と

は
せ
ず

に
、
自
我

の
活
動
性

そ

の
も

の
と

ひ
と

つ
に
な

る
こ
と

に
よ

つ
て
、

そ
れ
ど

こ
ろ
か
活
動
性

の
所
産
と

す
ら

ひ
と

つ
に
な

る
こ
と

に
よ

っ
て
、

そ
れ
を
直
観
す

る

の
で
あ
る
。
純

粋
統
覚

と
定
言

的
命

法

の
意

識
と
を

綜
合
す

る
よ
う
な
形

で
、
定
言

的
命

法

の
意

識

の
性

質
を

問

い
か
け

る

角
'H
も
P
)
こ
と

は
、
超
越

論
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的
自
由

た
る
自
我

の
絶
対
的
活

動
性

の
方
向

で
、
活

動
性

そ
の
も

の

を

「
直

観

」

し
、

そ

の
意

識

の
性

質

を
問

お
う

と

い
う

こ
と

で
あ

る
。
そ

れ
は
カ

ン
ト

の
物
自
体

と
し

て
の

「
私
」

の
純
粋

活
動
性
を

「
私
」

が
、
あ

る

い
は

「
哲
学

者
」

が
直

観
す

る
と

い
う
仕

方

で
遂

行

さ

れ

る
。

そ

れ
は

「
自

己
活
動

性

と
自

由

と

の
直
観

」

で
あ

る

2
.一.ま

)。

そ
れ

こ
そ
知

的
直

観

で
あ
り
、

そ

し
て

そ
れ
は

「
意
識

に
お

い
て
追

証

さ
れ
う

る
」
角
.り
占
o。
)と

い
う

の
で
あ

る
。

「
哲
学

者

に
要
求

さ
れ

る
、
こ

の
よ
う

な
直
観
す

る

こ
と

、
作
用

の
遂
行

に

お

い
て
彼

自
身
を
直

観
す

る
こ
と
、

そ
れ

に
よ

っ
て
彼

の
自

我
が
発

生
す

る
の

で
あ

る
が
、

こ
の
よ
う
な
直

観
す

る
こ
と
を
私

は
知
的
直

観
と
呼

ぶ
」
角
層一.ま
ω
)。

こ

の
よ
う

な
知
的

直
観

が
可
能

な

の
は
、

「
所
産
、

活
動
性

、
活
動
的

な
も

の
は
こ

こ
で
は
ひ
と

つ
の
同

じ
も

の
」
だ

か
ら

で
あ

り
、

「
た
だ
我

々
の
考
え
を
表

現

で
き

る
よ
う

に

と
、

こ

れ
ら
を

区
別
す

る
だ

け
」
角
.一'N
いひ
)と

い
う

こ
と

に
な

る
。

「
知
性

者
た

る
か
ぎ
り

で
の
知
性
者

は
、
自

己
自
身

を
注

視
す

る
。

そ
し

て
こ

の
自

己
自
身
を
見

る

こ
と

は
、
知
性
者

に
属
す

る

い

っ
さ

い
と
直

接
的

に
合

一
し

て
お
り
、

こ

の
よ
う

な
存

在
と
見

る
こ
と
と

の
直

揚

的

を

合

一
の
う

ち

に

知
性

者

の
本
性

が
存

す

る
」

(「
」
層お

い
)。
あ

る

い
は
、

注
視
す

る

こ
と
と

存
在
と

は

「
不
可
分

に
合

一
さ

れ
て

い
る
」
(O
σ
q
)
。
こ

の
不
可
分

に
合

一
さ
れ
て

い
る
が
ま
ま

の
自

我

の
様
相
を
見

る
こ
と
が

フ
ィ
ヒ
テ

の
知
的
直
観

で
あ

る
。

フ
ィ
ヒ
テ
は
こ

の
知

的
直
観
を

基
礎

に
し

て
、
自

我

の
絶
対

的
独

立
性

な

い
し
非

-
依
存
性

の
立
場

か
ら
、

努
力

の
向

か
う
前
進

的
方

向

で

の
み
、

物
自
体

な

い
し

ヌ
ー

メ
ノ
ン
を
実
践
的

理
念
と

し

て
想

定
す

る
。
す

な

わ

ち
両

者
は

当
為

で
は
あ

っ
て
も

、
存

在

で
は

な

い
。
そ

れ
ら

の

「
現

実
性

」

は
問
題
と

な
ら
な

い
。

『全
知

識
学

の

基
礎

』

は
、

ひ
と

つ
の
循

環
を

呈
示
し

て

い
る
。

そ
れ
は
、

「
有
限

な
精

神

は
絶

対
者
を

必
然

的

に
自

己

の
外

に
定
立

せ
ざ

る
を
え

な

い

(物

自
体
)

と

い
う

こ
と
、

こ
の
絶
対
者

は
有
限

な
精
神

に
対

し

て

の
み
有

る

(必
然
的

な

ヌ
ー
メ
ノ

ン
)
と

い
う

こ
と

」
、

こ
れ

で
あ

る

角
'一
P
。。
一
)。

こ
れ
は
有

限
な
精
神

が
無
限

に
拡

大
し
う

る
循

環

で

あ

っ
て
、

し

か
も

そ

こ
か
ら

決

し

て
脱
出

で
き

な

い
も

の
で
あ

る

(o
σ
巨
)
。
絶

対
者
を
物
自
体

と
し

て
定
立
す

る
の
は
、
有
限

な
精

神

で

あ
り
、
自
我

で
あ

る
。
自

我

は
そ
れ
を
自

己

の
外

に
定
立
す

る
。
す

な
わ
ち
自
我

は
自
ら

の
内

に
あ

る
像
を
外

に
出
す

の

で
あ

る
。
絶
対

者
は
有
限

な
精
神

に
対
し

て
の
み
有

る
。
な
ぜ
な

ら
そ

れ
は
有

限
な

精
神

が
、
自

ら

の
内

な
る
像
を
無

限
前
方

の
彼
方

に
投
映
す

る

こ
と

に
よ

っ
て
、
存
在

に
ま

で
高

め
ら

れ
た
当
為
と

し
て
定
立

し
た
も

の
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だ
か
ら

で
あ
る

(
し
た
が

っ
て
有
限
な
精

神

に
と

っ
て
は
依
然

と

し

て
当
為

で
あ
る
)

。
そ
れ

は
有

限
な
精
神

に
と

っ
て
実
践
的

理
念
と

し

て
の

「
必
然
的

な

ヌ
ー
メ
ノ

ン
」

で
あ

る
。
有
限

な
精
神

は
、
目

標
に

い
た

ろ
う
と
す

る
無
限

の
努
力
を
内
包

す

る
か
ら

で
あ

る
。

フ

ィ
ヒ

テ
に
と

っ
て
は
、
そ

れ
が
無
限

の
努
力

で
あ

る
と

い
う
点

に
、

有

限

の
有
限

性
が
存
す

る
。
努

力
と

は
、
純

粋

な
自

我
と
知
性

者
と

し
て

の
自
我

と
を
合

一
し

よ
う

と
す

る
、

理
性

の
努

力

の
こ
と

で
あ

る
。
理
性

は
両
者
を
合

一
し

よ
う
と
す

る
か
ぎ
り

で
、
実
践
的

で
あ

る
角
.Hb
N
)。

そ

れ

は

「
そ

れ
自
体

に
お

い
て
超
自

然

的

な
努
力

」

(。
区

)
で
あ

る
。

「
こ

の
努

力

は
目

標
を

達
成

し

た
あ

と

で
な
け

れ

ば

、
止
む

こ
と
は

で
き
な

い
、

言

い
換
え

れ
ば

、
知

性
者

は
、
こ

の

目
標
が
達
成

さ
れ

て

い
な

い
如

何
な

る
瞬

間
を
も
、

最
後

の
瞬

間
だ

と

想

定

す

る

こ
と

は

で

き

な

い

(
永

遠

の
継

続

へ
の
信

仰

)
」

角
.一.8
)
。

そ
し

て
か

か

る
努
力

の
目
標

と

な

る

の
が

「
神

性

の
理

念

」

で
あ

る
。

「
か

の
合

一
、

す
な
わ

ち
自

ら

の
自

己
規
定

に
よ

っ

て
同
時

に

い

っ
さ

い
の
非
我

を

も
規
定

す

る

よ
う

な

一
な

る
自

我

(神
性

の
理
念
)

、

こ
れ
が
こ

の
努
力

の
目
標

で
あ

る
」
(。匿

)
。

こ

れ
は

フ
ィ
ヒ
テ
な
り

の
、

カ
ン
ト

の
要
請

論

の
理
解

と
見

る
こ
と
が

で
き

る
。

し

か
し

そ

れ
に

し

て
も

フ

ィ
ヒ

テ

の
言

う

「
瞬

間
」

は

「
時
間
」

に
属
し

て

い
る
と

し
か
考
え

ら
れ
な

い
だ

ろ
う

。
し

た
が

つ
て

「
目
標
」

は

時
間

の
無

限

の
彼
方

に
、

し
か

し
時

間

の
地

平

に
、
達
成

し
え
な

い
も

の
と

し
て
立

て
ら
れ
る

こ
と
に
な

る
。
そ

れ

は
す

で
に
述

べ
た

よ
う

に
、
自
我

に
絶
対

的
自
立
性

を
置
く

こ
と

に

由

来
す

る
。

「
自
我

は
絶
対
的
自

立
性
と

い
う
自

ら

の
性
格
を

放
棄

で
き
な

い
」
(Φσ
q
)
の
で
あ

る
。

努
力

は
目
標
を
達

成
し
た
後

で
な
け
れ

ば
、
止
む

こ
と

は
な

い
。

つ
ま
り

目
標

の
達
成

さ
れ

て
い
な

い

「
如
何

な

る
瞬

間
を
も
、

最
後

の
瞬
間
だ
と

」
考
え

る
こ
と

は
で
き
な

い
。
努
力

は
無

限

に
、

永
遠

に

(と

い
う

こ
と
は

こ

の
ば
あ

い
、
時
間

的
に
無
限

に
と

い
う

こ
と

に
な

る
)
継

続
さ
れ

る
。

「
法
則

の
要
求

が
満
た

さ
れ

て
い
る
な
ど

と

い
う

こ
と

は
な

い
か

ら
、

法
則

が

終
わ

る
こ
と

は
あ

り
え

な

い

法

則

は

永
遠

に
妥

当

す

る
」

角
'<
■と
)。

そ

れ

ゆ
え

物
自

体

は
、
前
方
、
無

限

の
彼
方

に
定
立

さ
れ

る
。
そ
れ

は
絶

対
者
と

と
も

に
、
当
為

で
は
あ
る

に
し

て
も
、

現
に
有

る
と

こ
ろ
の
我

々
に
と

っ

て
疎
遠
な
も

の

で
し

か
な

い
。
知

識
学

で
は
、
物
自
体

や
叡
智

界

の

現
実
性

に
は
ま

っ
た
く

眼
差
し

が
向

け
ら

れ
な

い
の
で
あ

る
。

し
た

が

っ
て
物
自
体

も
、
あ

く
ま

で
も
実

現
す

べ
き
も

の
に
と
ど
ま

る
。

「
も
し
、
物
自

体
と

は
如
何
な

る
性

質
な

の
か
と
、
知

識
学

が
問
わ
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れ
る
な
ら

ば
、
知
識
学

と
し

て
は
次

の
よ
う

に
し

か
答
え
よ
う

が
な

い
で
あ

ろ
う

。
そ

れ

は
我

々

が
作

る

べ
き
ご

と

く

に
あ

る
、

と
」

角
・一■N
叙

)Q

叡
智
界

も
同
様

で
あ
る
。

「
行
為
す

る
と

い
う
概

念
は
、
自

立
的

な
自
我

の
こ

の
知
的
直

観

に
よ

っ
て
の
み
可
能

に
な

る
が
、

こ

の
概

念

は
我

々
に
と

っ
て
現
存
す

る

ふ
た

つ
の
世
界
を
、

す
な
わ

ち
感
性

界
と
叡
智

界
と
を
合

一
す

る
唯

一
の
概
念

で
あ

る
。
私
が
行
為

す

る

こ
と

に
対
立

す
る
も

の

私

は
行

為

に
対

し
て
何
か
を
対

置
せ
ざ

る
を
え
な

い
、
な
ぜ

な
ら
私

は
有

限
だ

か
ら
で
あ

る

そ
れ
は
感

性
界

で
あ

り
、
私

が
行
為
す

る

こ
と

で
生
じ

る
べ
き
も

の
、

そ
れ

が

叡
智

界

で
あ

る
」

角
』
・ま
刈
)
。
も
ち

ろ
ん

「
我

々
に
と

っ
て
現
存
す

る
世
界
」

は
そ

れ
自

体

で
の
実
在
性

を
も
た
ず

、

い
ず

れ
も

表
象

で

あ
り
、
観

念
的

な
も

の
に
す

ぎ
な

い
。
感
性
界

は

「
義
務

遂
行

の
た

(
-o
)

め

に
感
性

化

さ

れ
た

素
材

」

に
す

ぎ
な

い
し

、

叡
智

界

は
そ

れ
を

「
素
材

」

に
し

て
生
じ

る
べ
き
も

の
な

の
で
あ

る
。

「
そ
れ

ゆ
え

、

叡
智

的
な
も

の
を
自
ら

に
依
存

さ
せ
、
そ

れ
に
よ

っ
て
そ

の
同

じ
表

象
す

る
自
我
と

、
そ

れ
自

身
を
定

立
す

る
自

我
と
を
統

一
に
も

た
ら

そ
う

と
す

る
努
力

が
発
生

す
る
」
角
.一■B

)。

こ
の
努

力
が
目
標

に
到

達
す

る

こ
と

は
な

い
か
ら
、

こ
こ
に
言
う

「
べ
し
」

も

フ
ィ
ヒ
テ
的

な
意

味

で

「永

遠
」

に
続
く
。
し

た
が

っ
て
叡
智
界
も

、
時
間

的
に

無
限

の
彼
方

に
、
実
践

的
理
念
と
し

て
想

定
さ
れ

る
に
す

ぎ
な

い
。

フ

ィ
ヒ
テ

の
知
識
学

の
出
発
点

は
、

カ

ン
ト

の
超
越

論
的
自

由

の

活
動
性

へ
の
着

目
か

ら
生
じ

て
き

た
も

の
で
あ

ろ
う

。
超
越
論

的
自

由

に

つ
い
て

の
フ
ィ
ヒ
テ

の
解
釈

は
ま

っ
た
く
正
し

い
。

「
理

性

の

外

な
る
な

ん
ら
か

の
も

の
か

ら
独

立

に
、

理
性
が
自

ら

に
、
絶

対
的

に
独
自

の
自

発
性
を

通
し

て
、
法

則
を
与

え
る
。

こ
れ
が
超
越

論
的

自

由

の
唯

一
正
し

い
概

念

で
あ

る
」
角

く
・ω
N
)。
す

で

に
最
初
期

に

ブ
イ

ヒ
テ
は

こ
の
よ
う
に
述

べ
て

い
る
。

『実
践

理
性

批
判
』

の
も

っ
と
も
主

要
な
目
的

の
ひ
と

つ
は
、
ま

さ
し
く

こ
の
こ
と

の
確

定
だ

っ
た
わ

け
で
あ

る
か
ら
、

↓
見

、

フ
ィ
ヒ

テ
は
全

面
的

に
カ

ン
ト

の

批
判
哲
学

を
継
承

し

て
い
る
か

の
よ
う

で
あ

る
。

し
か
し

『
実
践
理

性

批
判
』

に
お
け

る

ア

・
ブ

リ
オ

リ
な
形

式
的
法

則

の
確

定
に
も
と

つ

い
た
超

越
論
的
自

由

の
証

明
、

こ
れ
は
純
粋

理
性

の
活
動
性

の
事

実

の
証

明

で
あ

る
と
同
時

に
、
純
粋
意
志

の
客
観

的
実
在
性

の
確

証

で
も
あ

り
、
さ

ら
に
同
時

に
、
純
粋
意
志

を
自

ら

の
実
在
性

と

せ
る

(
11

)

「
自

己
」

の
叡
智

界

に
お
け
る
存
在

証
明

で
も

あ

っ
た
。
す
な

わ
ち

感
性
界

の
有
限

な
理
性
的
存

在
者

が

「
現
象

に
お
け

る
対
象

に
し
て

物
自
体

」

で
あ

る

こ
と

の
証
明

で
あ

る
ば

か
り
か
、
ま

た
叡
智

界

の
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現
実
性

の
証

明
で
も
あ

っ
た
。
純

粋
実
践

理
性

の
事

実
は
、

「
私
は

有

る
」
を
さ

ら
に
深
く
掘

り
下
げ

る
と
と
も

に
、
無
規

定
な
ま
ま

の

「
私
は
有

る
」
を
超
感
性

的
述
語

に
よ

っ
て
規

定
す

る
だ
け

で
は
な

い
。
そ
れ

は
ま
た
、
時

間
を
超
え

た

「
私
自
身

の
現
存

在
」

の
確

信

を
与
え

る
と

と
も

に
、
そ

の
本
質
規

定
が

さ
し
あ
た

り
実
質

に
よ
り

満

た

さ
れ

て

は

い
な

い
に
し

て
も

(
だ

か
ら

こ

そ
定

言

的
命
法

は

「命

法
」

な

の
で
あ

る
)
、

し
か

し

「
能
力

」
と

し

て
は
無

限
存

在

者
と
、

つ
ま

り
絶
対

者
と
同
じ
形

式
を
有
す

る
と

い
う

実
践
的

認
識

を
も
与
え

る
。
し
か

し
知
識
学

で
は
超
越

論
的
自
由

に

つ
い
て
は
カ

ン
ト
的
意
味

で

の
確

定
が
な
さ

れ

て
い
る
に
も
か
か

わ
ら
ず
、

こ

の

よ
う

な
、
意

識

の
地

平

を
超

え

た
、

あ

る

い
は
同

じ

こ
と

で
あ

る

が
、
意
識

の
地
平

の
底

に
あ

る

「
私
は
有

る
」

へ
の
遡
源
な

い
し
掘

り
下
げ
は
見

ら
れ
な

い
。
知
識
学

で
は
、
自

己
が

「
現
象

に
お
け
る

対
象

に
し

て
物

自
体

」

で
あ

る
と

い
う

自
覚

に

い
た

る
こ
と

は

な

く
、

い

っ
さ

い
を
定

立
す

る
自

我
が
物
自

体
を
も

「
前

に
立

て
」
、

前
方

に
投
射

す

る
だ
け

で
あ

る
。
自

我
自

体

は
、
時

間

の
外

な

る

ヌ
ー

メ
ノ
ン
と
し

て
把
握
さ

れ
る

こ
と

は
な
く
、
物

自
体
も

叡
智
界

も
自
我

に
と

っ
て
疎

遠

で
あ
り

、
自
我

の
努
力

の
無

限

の
彼
方

に
投

射
さ
れ
た
実

践
的
理

念

に
す
ぎ

な

い
。
言

い
換
え

れ
ば
、
定
立

を
な

す
自
我

が
有

る
と

こ

ろ
の
地
平

で
水

平
的
な
彼
岸

に
、

つ
ま
り
同

じ

レ
ベ
ル
で

の
無
限

の
彼
方

に
、
自
我

が
自

ら
の
努

力

の
目
標
と
し

て

物
自
体

や
叡
智

界
を
自

己

の
外

に
出
す

(O口
一9
のωO
∋
)、
あ

る

い
は
転

嫁
す

る

(ロ
冨
毎
o
σq
窪
)
の
で
あ

る
。
自

我

は
現
象

で
あ

る
と

同
時

に
物

自
体

で
も
あ

る
と

い
う
、

カ
ン
ト

の
批

判
哲

学

の
中

核
的

な
視

点

が
、
故
意

に
か
、

あ

る

い
は
知

ら
ず

に
か
、

見
失

わ

れ
て
し
ま

っ
て

い
る
。

こ

の
よ
う

に

フ
ィ
ヒ

テ
は
す

で
に
最
初
期

に
、

カ

ン
ト

の
思

想
を
継
承

し

て

い
る
ま

さ
に
そ

の
点

で
、

カ

ン
ト
か

ら
の
偏
差
を

見

せ

て

い
る
。

そ
れ
は
繰
り

返
し
言
う

よ
う

に
、
自

我

に
絶

対
的
自
立

性
を
置

く
と

こ
ろ
か
ら
く

る
。

そ
し
て
あ

た
か
も

自
我

が

ス
ピ

ノ
ザ

の

。曽
。。舘

三

で
あ

る
か

の
ご
と

く
、
自

我

の
能
動
性

を

「
絶
対
的

に

第

一
の
作
用

」
9

H
お
ω
)
と
す

る
こ
と

に
起

因
す

る
。

「根

源
的

に

は

た
だ

一
な

る
実

体
し

か
な

い
。
自

我

で
あ

る
。

こ
の

一
な
る
実
体

の
う

ち
に
す

べ
て

の
可
能

的
な
偶
有
性

が
、

し
た
が

っ
て
す

べ
て

の

可
能

的

な
実
在
性

が

定
立

さ
れ

て

い
る

の
で
あ

る
」

角

一'三
P
)。

こ

れ
は
ま
さ
し
く

「
顛
倒

せ
る

ス
ピ

ノ
ザ
主
義

」
と
言

わ
な
け
れ
ば

な

ら

な

い
。

そ
し
て
こ

れ
は
知
性
者

の
根
源

的
依
存

性

を
無

視
し

て
し

ま
う

こ
と
と
重

な

っ
て

い
る
。

し
か
し
そ

れ
は
ま
た

、
自
己

の
存

在

の
根

源
的
依
存
性

へ
の
眼
差
し

か
ら
え
ら

れ
る
は
ず

の
展
望
が

閉
ざ
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さ
れ

て
し
ま
う

こ
と
を
意

味
し

て
も

い
る

の
で
あ
る
。

し
か
し
実
際

の
と

こ
ろ
、
自
我

は
自
己

原
因

で
は
あ

り
え
な

い
は
ず

で
あ

る
。
自

我
も
ま

た
、

現
実

的
な
も

の
で
あ

る
か
ぎ

り

で
、
定

立
さ

れ
た
も

の

で
な
け

れ
ば
な

る
ま

い
。

た
ん

に
自
我
自

身

に
よ

っ
て
定
立

さ
れ

た

も

の
と

は
言
え

ま

い
、
と

い
う

の
が
我

々
の
見
解

で
あ

る
。

五

フ
・
ヒ
テ
に
と

っ
て

「
畠

が
唯

一
の
自

塵

)
で
あ

る
が
・
し
か
し

フ
ィ
ヒ
テ

の
自
由

の
理
解

は
、

全
面
的

に
カ

ン
ト

の
そ
れ
を
踏

襲
し

て

い
る
。

そ
し

て

「
聖
性

の
理
念
」
も

「
神
性

の
理

念
」
も
、

自
由

を
前

方

に
プ

ロ
ジ

ェ
ク
ト
す

る
こ
と

に
よ

っ
て
穫
得

さ
れ
う

る
。

カ

ン
ト

に
あ

っ
て
も

フ
ィ

ヒ
テ
に
あ

っ
て
も

、
最
高
善

の
第

一
の
要
素

(
フ
ィ
ヒ
テ
は
、
最
高

善

の

「
第

一
の
部

分
」
と

い
う

表
現
も

用

い

て

い
る
。

〈
σq
r
昌
."
=

b
O
)
は
意

志

の
聖
性

で
あ

る
。
カ

ン
ト
は
そ

れ
を

「
心
術

の
道
徳

法
則

へ
の
ま

っ
た
き
適
合
性

」
象

.<
'一ω
P
)
と
規

定
し

て
い
る
。

こ
れ
は
も
ち

ろ
ん
カ

ン
ト

に
あ

っ
て
も
要
請
論

で
、

時

間
的
現
象

と
し

て
の
死
を
超
え

て
、
前
方

、
無
限

の
彼
方

に
立

て

ら
れ

る
。

そ
し

て
フ
ィ

ヒ
テ
に
あ

っ
て
も

、
こ

の
目

標

へ
の
努

力
が

不
死
を
要

請
す

る
。

さ
ら

に
最

高
善

の
実

践
的
必

然
性

に
も
と

つ

い

て
、
神

の
現
存

在
を

要
請
す

る

の
は

フ
ィ

ヒ
テ
も

同
じ

で
あ

る

(
フ

ィ

ヒ
テ
は
神
性

の
理
念

と

い
う

表
現
も
用

い
る
)

。
こ

の
構
図

そ

の

も

の
は
、

カ

ン
ト
と

フ

ィ
ヒ
テ
双
方

に
お

い
て
ま

っ
た
く
等
し

い
。

構

図

の
等

し
さ
を
生

み
出

し

て

い
る

の
は
、

ヌ
ー
メ

ノ
ン
と
し

て
の

「
私
」

"
自

我
自
体

で
あ
る
。

と
す

れ
ば

、
そ

の
根

源
的
働
き

で
あ

る
自
由

の
う

ち
に
何

か
神

的
な

も

の
が
含

ま
れ

て

い
る

の
で
な

け
れ

ば

な
ら
な

い
。
そ
し

て
自

由
を
前
方

に
プ

ロ
ジ

ェ
ク
ト
す

る
こ
と

に

よ

っ
て
神
性
、

あ
る

い
は
、
聖
性

の
理
念

が
穫
得

さ
れ
る
と

い
う

構

図

と
、
自
由

そ

の
も

の
の
う

ち

に
謂
わ
ば
神

の
似
姿

と

い

っ
た

も

の

が
含

ま
れ

て

い
る
と

い
う

こ
と

に
関
し

て
は
、

フ
ィ
ヒ
テ
と
カ

ン
ト

と

に
共
通
な

の
で
な
け

れ
ば
な

ら
な

い
。
だ

か
ら

こ
そ
定
言
的
命

法

の
意

識
を
有
す

る
存

在
者

は

「
神

の
種

族

に
属
す

る
」
と

い
う
思

惟

が

双
方

に

お
い
て
可
能
な

の

で
あ

る
。
最
後

に
問
題

に
し
な
け

れ
ば

な

ら
な

い
の
は
、

カ

ン
ト

の
自
由

の
う
ち

に
そ
う
し

た
概

念
を
探

る

こ
と

が

で
き

る
か
ど
う

か
、

と

い
う

こ
と

で
あ
る
。

そ
れ
は
自
由

の

所
産
を
考
察
す

る

こ
と

に
よ

っ
て
確
か

め
ら
れ
る
は
ず

で
あ

る
。

フ
ィ

ヒ
テ
に
あ

っ
て
も
定

言
的
命

法
は

「
我

々
の
内

な
る
神

の
き

ら

め
き

」

で
あ

っ
た
。

そ
し

て
フ
ィ

ヒ
テ
は
少
な
く

と
も

超
越
論

的
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自
由

に
関

し
て
は

カ
ン
ト

の
そ

れ
を
踏
襲
し

て

い
る
。
し
た

が

っ
て

カ
ン
ト
の
自
由

の
概

念

の
う
ち

に
、
謂
わ
ば

巨
9σqo

自
虫
と

い

っ
た
も

の
が
含

ま

れ
て

い
る

こ
と

が
証
明

さ
れ

る
な

ら
、
前
進

的
方
向

に
プ

ロ
ジ

ェ
ク
ト

さ
れ
た

フ
ィ
ヒ

テ
の
神
性

の
理
念

と
カ

ン
ト

の
意
志

の

聖
性

の
理
念
と

の
同
形
性

の
理
由

が
説

明
さ

れ
る
こ
と

に
な
る
。

そ

れ

は
、

プ

ロ
ジ

ェ
ク
ト
さ

れ
る
以
前

に
、
す
な

わ
ち
、
純
粋

意
志

の

活
動
性

そ

の
も

の
の
う
ち

に
、

同
形

的
な
も

の
が
存

す

る
と

い
う

こ

と
を
意
味

す

る
か
ら

で
あ

る
。
か
く

し
て
超
越
論

的
自
由

の
概
念

に

お
け
る
カ

ン
ト
と

フ
ィ
ヒ
テ
の
接

点
が
明
確

に
な

る
は
ず

で
あ

る
。

以
下
、

カ

ン
ト

に
即
し

て
述

べ
る
。
定

言
的
命
法

は

「
元
来

、
意

欲
」
只
.一く
.ω
O
◎。
)
で
あ

る
。
そ

れ
は
克
服

さ

れ

る
べ
き
傾
向

性

と
出

会
う

こ
と

に
よ
り
、
無

制
約
な

当
為
と
し

て
意
識
さ

れ

る
。
純

粋
意

志
と

い
う

の
は
、
定

言
的
命
法

の
内
容

か
ら
察

す

る
に
、
理
性

的
存

在

者

一
般

を
内

容

の
う
え

か
ら

(と

い
う

こ
と

は

目
的

自
体

と

し

て
)

視
野

に
捉
え

、

か
か
る
理
性

的
存
在

者
に

よ
り
構

成
さ

れ
る
道

徳

的
世
界

に
お
け
る

い

っ
さ

い
を

引
き
受

け
て
生
き

よ
う
と
す

る
意

志
、
す

な
わ

ち
、
自

ら
が
普
遍
的

な
立
法

の
原
理
と

し

て
生
き

ん
と

す

る
意
志

と

し

て
捉

え

ら
れ

な
け

れ
ば

な

ら
な

い
。

こ
れ

こ
そ
が

「
原
因

の
根
源
的

働
き
」

の
内
容

、
す

な
わ

ち
超
越
論

的
自
由

の
内

容

で
な
け
れ
ば

な
ら
な

い
。
自
由

が
定
言
的
命
法

を
介

し

て
主
体

一

立
ち

現
れ

て
く

る

の
で
あ

る
。
有
限

な
理
性
的
存

在
者

は
そ

の
根

漏

的
働
き

に
お

い
て
神

の
意
志

と
同

じ
形
式

を
有
す

る
。
と

い
う

よ
h

む
し

ろ
、
神

の
理

念

そ

の
も

の
も
、

我

々
が

自

ら

の
自

由

の
内

蜘

を
、
ち

ょ
う
ど

フ
ィ

ヒ
テ
に
お
け

る
ご
と

く

(当

然

の
こ
と

で
な

匹

れ
ば

な

ら
な

い
が

)
、

前
方

に
プ

ロ
ジ

ェ
ク

ト
す

る

こ
と

に

よ

〔

て
、
穫
得

で
き

る
の
で
あ

る
。
す

で
に
カ

ン
ト

は

『
道
徳
形

而
上
勘

の
基
礎
付

け
』

で
次

の
よ
う

に
述

べ
て
い
る
。

「
し
か
し
我

々
が
旦

高
善

と
し

て

の
神

の
概

念
を
も

つ
の
は
何

に
由
来
す

る

の
か
。

も

{

ば

ら
理
性

が
道
徳
的
完
全

性

に

つ
い
て
ア

・
プ
リ

オ
リ
に
企
投
す

7

理
念

、
そ

し
て
、
自
由

な
意

志

の
概

念
と

不
可
分

に
結
び
付

い
て

h

る
理
念

に
も
と
つ
く

の
で
あ

る
」
(困
臼
く
b
ひ
ひ
)。
神

の
概
念

は
実
質

レ

よ
り
満

た

さ
れ
た
形
式
と

し

て
、
道
徳

法
則

に
、
と

い
う

こ
と

は
、

内

な
る
自
由

に
、
源
を
有
す

る

の
で
あ

っ
て
、

形
式

は
さ
し
あ

た
h

我

々
有

限
な
理
性

的
存
在
者

の
側

に
の
み
与
え

ら
れ

て

い
る
。
形

+

は
実
質

に

よ
り
満

た
さ

れ
る
こ
と
を
要

求
す

る
。
根
源
的

最
高
善

レ

し

て
の
神

は
、
我

々
に
と

っ
て
当
為

で
あ

る
と

こ

ろ
の
形

式
が
実
断

に
よ

っ
て
満
た

さ
れ
る

こ
と

、

こ
れ
を

現
実

に
満

た
し

て

い
る
存
左

者
と
し

て
表
象
さ

れ
る

の
で
あ

る
。
言

い
換
え

れ
ば
、
格

率
が

つ
払
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に
同
時

に
法

則
に
合
致

し

て
い
る
よ
う
な
存

在
者

で
あ
る
。
と

す
れ

ば
、
最
高
知

性
者
と
有

限
な
理
性

的
存
在

者
と

は
そ

の
形
式

の
う
え

か
ら

い

っ
て
、
同

一
的

で
な
け

れ
ば
な
ら

な

い
。

そ
れ
ゆ
え

た
と
え

ば

「
万
人

の
道
徳
的

立
法
者
と

い
う
た

ん
な
る
理
念

」
と

の

「
一
致

を
命
令
す

る
命
題
」

は

「
義
務

一
般

の
道

徳
的

理
念

」
か
ら

「
分
析

的
」

に
導
出

さ
れ
る

の
で
あ

る

象
.H〈
」
圭

〉
昌
B
.)
。

こ
れ
は
意
志

の
聖
性

㊧
亀
お
貯
o
帥ρ
)
の
概
念

に

つ
い
て
も
検

証

で
き

る
。

聖
性

は
、
現
実

的

な
も

の
と

し
て
は
、
最
高

知
性
者

た
る
神

に

の
み
帰

せ

ら
れ

る

で
あ

ろ
う

。
そ

れ
は
神

の
実
在

性

で
は

あ

っ
て

も
、
有

限
な

理
性

的
存
在

者

の
実
在
性

で
は
あ

り
え
な

い
。

そ
れ
に

も

か
か
わ
ら
ず
、

神

に
あ

っ
て
の
み
現
実
的

な

こ
の
も

の
が
有
限

な

理
性

的
存

在

者
に
あ

っ
て
は
、
最

高
善
と
同
様

、
実
践

的
に
必
然

的

な

も

の
と

し
て
表

象

さ
れ

る
の
で
あ
る
。

そ
れ
は
ま

さ
に
有
限

な
理

性

的
存
在
者

の
理
性

の
純
粋
活
動

性

の
内
容

だ

か
ら

で
あ
り
、
純

粋

意

志

の
内

容
だ
か
ら

に
ほ

か
な
ら
な

い
。

「
意
志

の
聖
性
」
と

い
う

「
実
践
的

理
念
」

は
、
有
限

な
理
性
的
存

在
者

が
無

限

に
接
近

す

べ

き

「
根
源
像

」
象
■く
Q
δ

で
あ
る
。

と

い
う

こ
と

は
、

実
践

的
理
念

で
あ

る
聖
性

(
「
根
源
像

」
)
を
生

み
出
す

よ
う
な
更

に
根
源

的
な

「
根

源
像
」

が
、
ほ

か
な

ら
ぬ
有
限

な

理
性

的
存
在

者

の
意

志

の
活
動
性

の
う

ち
に
与
え

ら
れ

て
い
る

の

で
な

け
れ
ば

な

ら

な

い
。
道
徳

法

則

は
、
前

進

的
方

向

に

お

い
て

は
、
実
践

的
理
念
を

穫
得
す

る
た
め

の

「
主
観
的

・
構
成

的
原

理
」

倉
'<
・胎
恥
)
と

し
て
機
能
す

る
。
し
か
し

こ
の
よ
う

な
認
識
根
拠

と
し

て

の
前

進

的
方

向

で

の
機

能

は
、

理
性

的
存

在

者

一
般

、

あ

る

い

は
、
そ

の
範
例
と
し

て
の
人
間

に
お
け

る

ヌ
ー
メ
ノ

ン
と

し
て

の
自

己

の
形
式

な

い
し
本

質

に
関

し
て
、
道
徳

法
則
か

ら
遡
源
的

に
穫
得

さ
れ

る
ア

・
プ

リ
オ
リ
な
知

識
を
、
自

己
が
そ

の
ま

ま
前
進

的
方
向

に
プ

ロ
ジ

ェ
ク
ト
す

る
こ
と

に
よ
り
、

そ
れ

が
実

践
的
理
念

、
す

な

わ
ち
、

定
言
的

な
当

為
と
し

て
自
己
自
身

に
は
ね

返

っ
て
く
る
、

と

い
う
仕
方

で
の
み
可
能

で
あ

る
。
聖
性

が
根
源
像

で
あ

る
と
言

わ
れ

た

が
、

し
か
し

そ
れ

は
有
限

主
体

に
と

っ
て
は
、

前

に
立

て
ら

れ
た

表
象

に
ほ
か
な

ら
ず

、

こ
の
表
象

そ

の
も

の
は
む

し

ろ
有

限
主
体

の

本
質

を
根
源
像

と
し

て
前
方

に
映

し
出

さ

れ
た
も

の
な

の

で
あ

る
。

フ
ィ
ヒ

テ
は
こ

の
構
造

を
そ

の
ま
ま

踏
襲

し
て

い
る
。

し
か
し

フ
ィ

ヒ
テ
に
し

て
も
、
そ

れ
に
よ

っ
て
前

方

に
プ

ロ
ジ

ェ
ク
ト
さ

れ
た
も

の
が

「
神
性

の
理
念

」
で
あ

る
と

言

い
う

る
た
め

に
は
、
超
越

論
的

自

由
と

い
う

純
粋
意

志

の
働
き

そ

の
も

の

の
う
ち

に
聖
性

の
形

式
が

含

ま

れ
て

い
る

の
で
な
け
れ
ば

な
ら
な

い
。
理
性
的
存

在
者

一
般

の
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普
遍

的
形
式

は
、

道
徳
法

則
と

い
う

認
識
根
拠

か
ら

ア

・
ブ
リ

オ
リ

に
認
識

さ
れ
、
自
由
と

い
う

「
超
越
論
的

述
語
」
象
.<
」
O
ω
)
に
よ
り

特
徴
的

に
言

い
表

さ
れ

る
。
し
か

し
こ

の
形
式

は
我

々
有
限

な
理
性

的
存
在

者

に
あ

つ
て
は
、

さ
し
あ

た
り

実
質

に
よ
り
満

た
さ
れ

て
い

る
わ
け

で
は
な

い
。
聖
性
と

い
う

実
践
的

理
念

へ
の
接
近

に
は
度
合

(O
「巴
)が
あ

り
、

よ
り
接
近
す

る
と

い
う

こ
と

は
、

そ

の
形

式
が

よ

り
実
質

に
よ
り
満

た
さ
れ

る
と

い
う

こ
と

で
あ

る
。
そ

れ
は
ま
た
よ

り
自

由

に
な

る
と

い
う

こ
と

で
も
あ

る
。
実
在

性

に

は
度
合

が
あ

る
。
自
由

と

い
う
超

越
論
的

能
力

の
現

実
性
は

道
徳
法
則

に
よ
り
疑

い
え
ぬ

に
し

て
も
、

そ
れ

は

「
能
力
」
と

し

て
の
現
実
性

に
ほ
か
な

ら
な

い
。
能
力
と

し

て
の
現
実

性
と
は
、

実
質
を

穫
得
す

る
た
め

の

可
能
性

が
与
え
ら

れ

て
い
る
と

い
う

こ
と

以
上

の
も

の
で
は
な

い
。

そ

の
可
能
性

の
ゆ
え

に
定
言

的
当
為

の
意

識
が
生

じ

て
く

る
の

で
あ

る
。
と

こ
ろ

で
定
言

的
命
法

の
存

在
根
拠

は
、
我

々

の
内
な

る
純
粋

な
意
欲

で
あ

る
以
上

、
こ

れ
に
基
づ

い
て
前

に
立

て
ら

れ
た
表

象
が

聖
な

る
も

の
で
あ

る
た
め

に
は
、
ほ
か

な
ら
ぬ
純

粋
な
意
欲

そ

の
も

の
が
、
す

で
に
聖
な

る
も

の
を

宿
し

て

い
な
け

れ
ば
な
ら
な

い
。
そ

れ
は
純
粋

実
践
理
性

の
自
律

の
う
ち

に
求

め
ら

れ
る

で
あ

ろ
う

。
す

な
わ
ち
、

自
律

こ
そ
が
聖
性

の
形
式

で
あ

る
。
自

律

の
聖
性

は
、
そ

れ
が

「普

遍
的
立
法

の
原

理
」

の
実
質

的
普
遍
性

を
内
容

と
し
た
自

己
立
法

で
あ

る
と

い
う
点

に
あ

る
。
言

い
換
え

れ
ば
、
純
粋

意
志

が

体

系
的
結

合

に
お
い

て
思
惟

さ
れ
た
諸

目
的

の
全
体

へ
と

関
わ

っ
て

い
く
意
志

、
諸
目

的

の
国

へ
と
原
理
と

し

て
関
わ

っ
て
い
く
意

志

で

あ

る
、
と

い
う
点

に
こ
そ
存
す

る
。
道
徳

的
世
界

に
お
け

る

い

っ
さ

い
を
引
き
受

け

て
生

き
ん
と
す

る
純
粋
意
志

そ

の
も

の
の
う

ち
に
、

聖
性

の
形

式
が
宿

さ
れ

て
い
る
。
超
越
論

的
自
由

の
こ

の
活
動
性

の

把

握
に

お

い
て
カ
ン
ト
と

フ
ィ

ヒ
テ
と

は
接
点
を
有
す

る
と
言

わ
な

け
れ
ば
な

ら
な

い
。

そ
し

て
こ

の
活
動
性
を

有
す

る
主
体

を
あ

く
ま

で

「
客
体

」
と
し

て
固
定
す

る
か
、
あ

る

い
は
、

こ
の
ば
あ

い
主
体

そ

の
も

の
が

「
客
体
」

で
あ

る
が
ゆ
え

に
、

主
体
は

「客

体
」

と
な

り
う

る
と

し
、
そ
れ
を
直

観
す

る
ば
か
り

か
、

「
活
動

的
な
も

の
」

で
あ
る
主
体
と

自
由

で
あ
る
と

こ
ろ

の
活
動
性

、
そ

し
て
そ

の
所

産

と

を
同

じ
ひ
と

つ
の
も

の
と
し

角
』
b
い
ひ
)、

そ

こ
に
絶
対

的

に
最

初

の
作

用
を
置
く

か

に
よ

っ
て
、

両
者

の
体
系

の
差
異

が
生
じ

て
く

る

と
言
え

よ
う
o

*

(丙

…

…
)
、

(「
.
…

…

)
は

そ

れ

ぞ

れ

カ

ン

ト

、

フ

ィ

ヒ

テ

か

ら

の

引

用

を

示

し

、

括

弧

内

の

ロ

!

マ
数

字

は

、

カ

ン
ト

は

カ

ッ
シ

!

ラ

i

版

全

集

の
、

フ

ィ

ヒ

テ

は

イ

ン

マ

ヌ

エ

ル

・
ヘ

ル

マ

ン

・
フ

ィ

ヒ

テ
版

の
巻

数

を

示
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す
。

た
だ

し

『純
粋

理
性
批

判
』
だ

け
は
、
慣

例

に
し
た
が

い
、
〉
.切
.
で
示

し

て
お
り

、
序
文

の
頁
数

は

ロ
ー

マ
数

字

で
表
記

し

て
い
る
。
ま

た

(丙
〉
『
'

…
…
)、
(聞
」
r

■…
…
)は
、
そ

れ
ぞ
れ

ア
カ

デ
ミ
ー
版

カ
ン
ト
全
集

、
ヤ

コ
ブ

/

ラ
ウ
ト
版

フ
ィ
ヒ

テ
全
集

の
略
記

で
あ
る

。
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A

Bei Heidegger philosophieren lemen

Atsushi TANAKA

    Der Titel dieser Abhandlung will so verstanden sein, daB es so etwas wie Philosophic 
tiberhaupt gar nicht gibt and daB man von der Philosophic nie etwas lernen kann auger durch 
das Studium im Feld eines konkreten Philosophierens irgendeines Philosophen. Im Fall meiner 
Forschung ist es Heidegger, dessen ganzer Weg mir ein folgerichtiger Weg des Forschens nach 
dem Prinzip philosophischen Wissens zu sein scheint. 

    Auch C.F. Gethmann interpretiert Heideggers ganze Philosophie als Forschung nach dem 
Grunde der Wissenschaft and folglich als Wissenschaftslehre im weitesten Sinne. Ich kann aber 
Gethmanns Interpretation nicht ganzlich zustimmen, wed er die Wissenschaftslehre Heideggers 
zwar in ausreichend weitem Sinne, aber nur auf der ublichen Ebene versteht. Er sieht nicht den 
entscheidenden Kern der Bemiihungen Heideggers, namlich die Ausarbeitung der Frage nach 
dem Sinn von Sein dutch das Dasein. Gethmann versteht letzteres ohne weiteres einfach als das 
Seiende genannt Mensch, wahrend Heideggers Wissenschaftslehre einen viel tieferen Grund als 
den gemeinhin ublichen freilegt, indem er das thematische Seiende, genannt Dasein, nicht als 
Mensch auffaBt. 

    Das Dasein ist, nach Heidegger, ausschlieBlich nur in der jeweiligen Weise zu sein and 
sonst nichts. Man kann and soil es nicht in seinem Was begreifen, sondem nur im Wer oder 
Wie. Das ist der Grund, warurn das Dasein in Sein and Zeit nicht definitionsmaBig bestimmt ist. 
Vielmehr soll man die viel gebrauchte charakteristische Wendung, daB es dem Dasein in 
seinem Sein um diesel selbst geht, als bezugs- oder vollzugsmaBige Definition ansehen. Aber 
in der Vorlesung von 1925 nennt Heidegger ausdrucklich das Fragen ein Seiendes, das cr nut 
Dasein bezeichnet wissen will. Das Dasem ist Fragen and also auch Wissen im weitesten 
Sinne. 
    Die Problematik der Zeitlichkeit in Sein and Zeit sollte man als Untersuchung der 
Moglichkeit der Eigentlichkeit and der Ganzheit des Daseins im Sinne des Wissens interpretieren; 
Eigentlichkeit, namlich Dasein in der Weise des sich als es selbst von ihm selbst her Zeigens, 
and Ganzheit, namlich das Ganze nicht nur des ontischen sondern auch and vor allem des 
ontologischen Wissens selbst. In diesem Sinne ist die Philosophic nach Heidegger eine Methode, 
das Wie (Phanomenologie) des Daseins, dessen Seinsverstandnis durch dieses Wie radikal and 

ganz aufzuklaren.

Beriihrungspunkt der kritischen Philosophie Kants 
   mit der friihen Wissenschaftslehre Fichtes

Takeshi KITAOKA

    Das System der transzendentalen Philosophie, welches Kant auf dem Boden seiner 
kritischen Philosophic aufzubauen intendierte, mug fur etwas ganz anderes angesehen werden, 
als das, welches Fichte unter dem Namen der transzendentalen oder kritischen Philosophic 
entwickelte, da die beiden schon in ihren Konzepten sich unterscheiden. Also sind die 
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Perspektiven, die fur die beiden Standpunkte ermoglicht and versichert werden sollen, 
voneinander grundsatzlich verschieden. Es ist aber eine bekannte Tatsache, daB der junge 
Fichte sich von der ,Kritik der praktiscen Vemunft" begeistert hinreiBen lieB, daB er sich die 
letztere aneignete, and noch dazu, daB er sich mit Eifer mit der Darstellung seiner 
Wissenschaftslehre beschaftigte, um die Kantische Intention zu vollenden. Niemand wurde 
verleugnen, daB die kritische Philosophic Kants wesentlichen Aspekten im Konzept der 
Fichteschen Wissenschaftslehre einen wichtigen Impuls gegeben hat. Wenn das so ist, darn ist 
zu erwarten, daB Kant and Fichte, obwohl deren Systeme grundsatzlich getrennt betrachtet 
werden mussen, irgendwo einen Beruhrungspunkt haben, in welchem auch eine Differenz der 
beiden Systeme selbst zum Vorschein kommen muB, and welcher vermutlich in dem Verstandnis 
der transzendentalen Freiheit selbst zu suchen ist. Die Absicht dieses Aufsatzes ist aufzuldaren, 
daB die Differenz sich im Begreifen des Dinges an sich bzw. des Noumenon grundet, so daB 
Fichte nicht die Kantische Intention fortsetzen konnte: die Intention auf das System der 
transzendentalen Philosophic als die "praktisch-dogmatische" Metaphysik; zugleich die 
Gleichformigkeit in der Tatigkeit der reinen praktischen Vemunft als den Beruhrungspunkt 
zwischen den beiden Denkem herauszuheben; and folgendes als den Hintergrund der Differenz 
der beiden Systeme trotz dieser Gleichformigkeit klarzumachen: wahrend der Erkenntnisgrund 
bei Kant in zwei gegensatzlichen Richtungen, sowohl in der progressiven als auch in der 
regressiven funktioniert, weist bei Fichte der Erkenntnisgrund nur in eine, namlich progressive, 
Richtung.

Kants Ethik als Deontlogie 
-im Gegensatz zum Utilitarismus-

Nobuo KURATA

    Der Utilitarismus begrundet den moralischen Wert der Handlung auf die empirischen 
Prinzipien wie Gliick u.s.w. Kant erkennt aber solche empirischen Prinzipien als Grund des 
Wertes der Handlung nicht an. In dieser Hinsicht ist Ethik Kants vom Utilitarismus grundlich 
verschieden. Auch die deontologische Ethik steht dem Utilitarismus gegenuber, and Kant wird 
als einer der typischen deontologischen Ethiker betrachtet. 

    Auf der anderen Seite hat die Ethik Kants auch zwei Eigenschaften mit dem Utilitarismus 
gemeinsam. Erstens vom Standpunkt des Handlungsutilitarismus aus, nach dem die Handlungen, 
die das groBtmogliche Gluck der groBtmoglichen Zahl hervorbringen, gut seien, and auch nach 
der Kantischen Theorie sind die Beforderungen des Gliickes der anderen gute Handlungen. 
Zweitens beurteilt auch Kant, sowie die meisten Regelutilitaristen, den moralischen Wert einiger 
Grundsatze (Maximen) durch ein Gedankenexperiment: Wie begibt es sich, wenn alle in gleichen 
Situationen diesen Grundsatz befolgen ? 

    Diese zwei Ahnlichkeiten sind aber nicht wesentlich, denn die Utilitaristen nehmen den 
konsequentialistischen Standpunkt ein, wahrend Kant den nicht-konsequentialistischen 
Standpunkt einnimmt. In Ansehung der ersten Ahnlichkeit nehmen die Handlungsutilitaristen 
den konsequentialistischen Standpunkt ein, wobei die moralischen Werte der Handlungen von 
den naturellen Werten der Handlungsfolgen abhangen. Kant behauptet dagegen, daB gerade die 
Maximen der Handlungen die Werte der Handlungen entscheiden, and these Werte nicht von 
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