
カ

ン

ト

哲

学

に

お

け

る

「
経

験

」

概

念

に

つ

い

て

「世
界
」
概
念
導
入
の
た
め
の
端
緒
と
し
て

福

谷

茂

カ

ン
ト
哲
学

の
解
釈

に

つ

い
て
は

様

々
な

立
場

が
分

岐

し
う

る

と

し

て
も

、

一
般

に
カ

ン
ト
哲

学

が
主
観

性

、
意

識

、
反

省
、
観

念

論
と

い

っ
た
言
葉

が
ヴ

ァ
イ

タ
ル
な
意
味

を
持

つ
哲

学
と
し

て
後

の

世
代

に
よ

っ
て
理
解

さ
れ

て
き

た
こ
と

に
は
異
論

が
少
な

い
と

思
わ

れ

る
。
実

際

に
カ

ン
ト

研
究

の
ほ
と

ん
ど

は

こ
れ
ら

の
言
葉

で
捉
え

ら

れ
る
圏
内

に
あ

る
様

々
な
カ

ン
ト
固
有

の
概
念

の
理
解
を
目
指

す

も

の

で
あ

っ
た

し
、
現
在

で
も

こ

の
事

情
は
変

わ

ら

な

い
。
我

々
も

ま
た

勿
論

こ
れ
に
対

し
て
端
的

に
異
議
を
唱
え

よ
う
と

い
う

の
で
は

な

い
。
し

か
し

同
時

に
そ
れ

ら

の
難

解
な

概
念

の
理
解

が
区

々
と

し

て
容
易

に
帰

一
し
な

い
と

い
う

事
態

は
、
や

や
異
な

る
角
度

か
ら

の

再
考

が
行
わ

れ
る
必
要

が
あ
る

こ
と

を
示
唆

し

て
い
る
よ
う

に
考
え

ら

れ
る
。
そ
こ

で
我

々
は

本
稿

で
、
こ
れ

ら

の
概
念

そ

の
も

の
を

打

ち

出
す

こ
と
だ
け

で
カ

ン
ト
哲
学

の
目
的

が
果
た

し

て
遂
げ

ら
れ

て

い
る

の
か
と
問

い
、
こ
れ
ら

の
概
念

群

は
全
体

と
し

て
何

か
更

に
彼

方

の
最
終

目
的

地

に
至

る
た

め

の
手

段

で
は
な

か

っ
た

か
、
と
反

問

す

る
試

み

に
着
手

し
た

い
と

思
う

。
全

て
の
哲

学
者

に

こ
の

よ
う

な

方

法
が
有

効

で
あ
る

の
か
ど
う

か

は
分

か
ら
な

い
が
、
カ

ン
ト

の
場

合

は
、

そ

の

「遺

稿
」

に
お

い
て
も
ま

だ

(と

い
う

よ

り

「
遺
稿

』

に
お

い
て
こ
そ
、
焦

点

的

に
)
自

己

の
思
索

の
全
体

像

を

い
わ
ば

見

渡

し
得
る

よ
う

な
地
点
を

求
め

て
試

行
錯
誤

が
繰
り

返
さ

れ
て

い
る

事

情

に
鑑

み
る
時

、
我

々
も

ま
た

カ

ン
ト
理

解

の
た
め

に
、
こ

の
よ

う

な
視
座
を
探

求
す

る
こ
と
が
許
さ

れ

て
も

よ

い
と
考
え

る
か
ら
で
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あ

る
。
カ

ン
ト
哲

学

の
諸
概

念
を

、
そ

こ
か
ら

振
り
返

っ
て
そ

れ

ぞ

れ

の
境
界
と
役

割
を
明

ら

か
に
し

つ

つ

一
眺

に
収

め
る

こ
と

が

で
き

る

よ
う

な
見
地

を
求

め

て
、
登
禁

を
試

み
る

こ
と
は

カ

ン
ト
自
身

の

例

に
よ

っ
て
も

我

々
に
課

せ
ら

れ

て

い
る

の
で
は
な

い
だ

ろ
う

か
。

こ
れ
は

同
時

に
カ

ン
ト

の
思
索

が
た
ど

っ
て
き

た
展

開

に
お

い
て
、

何

が

一
貫

し
た

テ
ー

マ
で
あ

っ
た

の
か
と

い
う

一
層
大
き

な
問

い
を

も

巻
き

込
ん

で
く

る
こ
と

は
明

ら

か
で
あ

ろ
う

。
個

々
の
概
念

に
精

密

に
焦

点
を
合

わ

せ
た
通

常

の
研
究

に
比

し

て
、
こ

こ
で
試

み
ら

れ

る

よ
う

な
鳥

腋

的
な

(
又
は

「
目
的

論
的

」
な
)
研

究
方

法
は

文
献

学

的

厳
密

性
を

容
易

に
期

し
得

な

い
と

い
う

限
界

を

持

つ
と

は

い

え

、
個

々
の
概
念

に
対

し

て
そ
れ
ら

の
解
釈

を
翻
導

す

る
方
向

付
け

を

与
え

る
と

い
う
相

補
的

な
、
欠
く

こ
と

の

で
き

な

い
役

割
を

果
た

し
得

る
と

我

々
は
信

ず

る
。
も

と

よ
り

本
稿

に
お

い
て
は
、
個

別
問

題

に
即

し

て
我

々

の
試

み
を
基

礎
付

け
、
以

っ
て

こ
の

二

つ
の
問

い

に
対
す

る
我

々

の
見
通

し
を
提
示
す

る
為

の
準
備
と
す

る

こ
と

の
み

が

目
指

さ
れ

る
。

1

カ
ン
ト
に
と

っ
て

何
だ

っ
た

か

「
不

一
致
対
称
物
」
と
は

カ

ン
ト

の
思

索
を

前
批

判

期

か
ら
批

判

期

に
渡

っ
て
貫

い
て

い

る
中
枢

的

問
題

群

の
中

の

一
つ
に
、
空

間

論

が
あ

る
。
そ
し

て

一
七

六

八
年

の

「
空

間

に
お
け

る
方

位
」
か

ら
始

ま
り

、
七

〇
年

の
就
職

論
文

を
経

て
、
八

三
年

の

『
プ

ロ
レ
ゴ

ー

メ
ナ
』
ま

で
カ

ン
ト
は
空

間
を

論
ず

る
と

き

し
ば

し
ば

、
そ

の
都

度

の

(異

な

る
)
論
点

を

証

拠
立

て
る
事

象
と

し

て

「
不

一
致

対
称

物

」
(富

。。
言
ぎ

目
Φ。
旨
。
巳
。

O
。
。。
。
目
a
島
)
を

取
り

上
げ

て
き

た

。
こ

の
事

象
を

巡

っ
て
、
そ
れ

を
説

明
す

る

た
め

に

(絶
対

)
空
間

、
感

性
的

直
観

、
純

粋

直
観

、

直
観

形
式

、
現

象
、
物
自

体
と

い

っ
た

カ

ン
ト
哲

学

の
中
枢

概
念

が

登
場

し

て
く

る

の
で
あ

る
が

、
そ
も

そ
も

「
不

一
致

対
称

物
」
、
例

え
ば

「
右

手
と

そ

の
鏡
像

」
が
、
い
か

な

る
意
味

で
こ

の
よ
う

な
重

大

な
哲
学

的

帰
結

へ
と
我

々
を
導

く

の
で
あ

ろ
う

か

。
確

か
に

、
鏡

像
と

い
う
事
象

と
そ

こ
か
ら
取
り
出

さ

れ
る
結
論
と

の
間

に
は
不
釣

り
合

い
が
存

し

て

い
る
よ
う

に
見
え

る
。
こ

の
た

め

か
、
諸

注
釈

書

に
お

い
て
も

、
「
不

一
致
対

称
物

」
が

そ

れ
自
体

と

し

て
何

を
意

味

す

る

の
か
と

い
う

こ
と

の
解

明
と

、
カ

ン
ト

に
と

っ
て

「
不

一
致
対

称
物

」
が
何

を
意

味

し
た

の
か
と

い
う

問
題

の
究
明
と

が

、
し
ば

し

ば

方
法

論
的

に
整

理

さ
れ
な

い
ま
ま

で
混
在

し

て

い
る
。
む
し

ろ
、
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両

者
が
厳
格

に
区
別

さ
れ
ね

ば
な

ら
な

い
と

い
う

(我

々
に
と

っ
て

は

不
可
欠

の
)
自

覚
す

ら
必
ず

し
も

研
究

者

の
間

で
共
有

さ
れ

て
は

い
な

い
の
で
あ
る

。
従

っ
て
、
後
者

の

・
カ

ン
ト

に
と

っ
て

「
不

一

致

対
称
物

」
と

は
何
だ

っ
た

か
と

い
う
問

題
意

識

に
揺
る
ぎ

な

く
基

づ

い
た

研
究

は
稀

で
あ

り
、

ま
た

前
者

の
観
点

に
立

っ
て
対

称

性

(。。冤
目
日
9
昌
)
一
般
と

い
う

現
代

的
問

題

に
還

元
す

る
な
ら

ば

、
カ

ン
ト

の

「
解

決
」
は

畢
寛
誤

っ
た
、
な

い
し

は
原

始
的

な
も

の
と

し

て
位

置

付
け

ら
れ

る

以
外

に
は

な

い
。
つ
ま

り

、
カ

ン
ト
解

釈

上

の

発

展
性

の
あ
る

テ
ー

マ
と
は

な
ら
ず

、
か
と
言

っ
て
カ

ン
ト

に
と

っ

て
そ
も
そ
も
何

が
問
題

で
あ

っ
た

か
と

い
う

点
も
益

々
見
え

に
く
く

な

る
だ

け
な

の

で
あ

る
。
そ

こ

で
、
こ
の
問

題

に
は
賢

明

に

「
深

入

り

」

を

避

け

る

か

、

そ

れ

と

も

、

特

殊

問

題

と

し

て

モ
ノ

グ

ラ

フ
ィ

ー
的

に
取

り
扱
う

(換

言
す

る
と
、
カ

ン
ト

解
釈

の
本

筋

か
ら

は

外
す
)

か
、
と

い
う
対

処
策

が
取

ら
れ

て
き

た

。

い
ず

れ

に
せ

よ

、
カ

ン
ト

の
本
来

の
思
考

の
文
脈

に
お

い

て
、
何
故

、
ま

た
ど

の

よ
う

な

形

で
、
「
不

一
致
対
称

物
」
が
あ

の
よ
う

な
深

刻
性
を

持

っ

て
現
れ

て
き
た

の
か
と

い
う

観
点

か
ら

の
取

り
組

み
は
未
だ
行

わ
れ

て

い
な

い
よ
う

に

思
わ

れ

る
。
本
稿

は

「
不

一
致

対
称

物
」
を

超

越

論
哲
学

の
体
系

的

連

関

の
中

に
置
き

、
そ
れ

に
よ

っ
て
逆

に
超

越
論

哲
学
を
「
不

一
致
対
称
物
」
に
立
脚
し
て
得
ら
れ
る
見
地
か
ら
考
え

ハ
こ

よ
う
と

す

る

の
で
あ

る
。

実

際

に
鏡
像

に
こ

の
よ
う

な
特
別

の
意
義

を
見

い
だ

し

た

の
は

哲

学
史

上
カ

ン
ト
を

も

つ
て
噛
矢

と
な

す
と

言
わ

れ
る

が
、
何
故

カ

ン
ト

が

「
不

一
致
対

称
物

」
、
就
中

、
鏡
像

に
こ
だ
わ

っ
た

の
か

に

は
、
立
ち

入

っ
て
検

討
す

べ
き
問

題

が
潜

ん
で

い
る
よ
う

に
思

わ
れ

る
。
「
プ

ロ
レ

ゴ
ー

メ

ナ
」
第

十
三
節

に
お
け

る
叙
述

は
以

下

の
考

察

の
基

礎

に
な

る

の
で
、
こ

こ
で
引

用
し

て
お

く

こ
と

に
し
よ
う

。

「
私

の
手

な

い
し
私

の
耳

に
良

く
似

て

い

て
、
あ
ら

ゆ
る
点

に
お

い
て
等

し

い
も

の
と

し

て
、
そ

れ
ら

の
鏡

像

ほ
ど

の
も

の
が
有

り
得

よ
う

か
。
し

か
も

、
私

は
鏡

に
映

っ
た

そ

の
手
を

、
そ

の
原

型

の
場

所

に
置

く

こ
と
は

で
き

な

い
。
な
ぜ
な

ら
ば

、
原

型

が
右
手

で
あ

る

な
ら
ば

、
鏡

像
は

左
手

で
あ
り

、
右
耳

の
像
は
左

耳

で
あ

っ
て
、
こ

れ
は
決

し

て
前
者

の
場

所
を

占

め
る

こ
と

は

で
き

な

い
か

ら

で
あ

る
。
と

こ

ろ
で
、
こ

こ

に
は
、
悟

性

が
何
と

か

し

て
考

え

る

こ
と
が

で
き

る
よ
う

な
何

ら

の
内
的

相

違
も

な

い
。
に
も

か

か
わ

ら
ず

、
感

官

が
教
え

る
か
ぎ

り
相

違
は

内

的
で
あ

る

。
な

ぜ
な

ら
ば
、
左
手

と

右
手

と

は

、
相

互

の
あ

ら

ゆ
る
同

等
性

と

類
似

性

に
も

か

か
わ

ら

ず

、
同

一
の
限
界

の
う

ち

に
は
入

れ
ら

れ
得

な

い
か

ら

で
あ
る

(両
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者

は

合
同

し
得

な

い
)
。

一
方

の
手

用

の
手
袋

は
他

方

の
手

に
用

い

る

こ
と
は

で
き

な

い
。
そ
れ

で
は

、
解

決
は

何

で
あ

ろ
う

か
。
こ
れ

ら

の
対
象

は
、
物

の
そ

れ
自
体

と

し

て
あ

る
が
ま

ま

の
、
純

粋

な
悟

性

(畠
自

℃
目
掃

く
自
。・
雷
昌
。
)
が
認

識
す

る

よ
う

な
姿

の
表

象

で
は

な

く

、
感

性

的
直
観

で
あ

る
。
つ
ま
り

、
現
象

な

の
で
あ

っ
て
、
そ

の

可
能

性

は
、
或

る
そ

れ
自
体

と

し

て
は
知

ら
れ

な

い
も

の
の
、
他

の

或

る
も

の
、

つ
ま

り

、
我

々
の
感

性

へ
の
関
係

に
基

づ

い
て

い
る

。

と

こ
ろ

で
、
感

性

に
関

し

て
、

空
間

は
外

的

直
観

の
形

式

で
あ

っ

て
、
あ

ら

ゆ
る
空

間

の
内

的
規

定
は

、
そ

れ

ぞ
れ

の
空

間

が
そ

の
部

分

で
あ

る
空

間
全

体

へ
の
外
的

関
係

(外

官

へ
の
関
係
)
に

よ

っ
て

の

み
可
能

で
あ

る
。
即

ち

、
部

分

は
全
体

に

よ

っ
て

の
み
可
能

で
あ

る

。
こ

の
よ
う

な

こ
と

は
、
単

な

る
悟
性

の
対

象

で
あ

る
物
自

体

で

は
決

し

て
起

こ

ら
な

い
が
、
単

な

る
現
象

で
は
十

分

に
起

こ
り

得

る

の
で
あ

る
。
従

っ
て
、
類

似

し

て

い
て
等

し

い
が

、
不

一
致
的

で
あ

る
物

(例

え
ば

、
逆
向

き

の
螺
旋

)
の
相

違
を

、
我

々
は
ど

ん
な

一

つ
の
概
念

に
よ

っ
て
も

理
解

で
き

ず
、
た
だ
右
手

の
左

手

へ
の
関
係

に
よ

っ
て
の
み
理
解

で
き

る

の
で
あ

る
。
そ

し
て

こ
の
関
係

は
直

接

的

に
直
観

に
係
わ

る

の

で
あ

る
」
。

以

上

の
引

用

に
対
す

る
逐

語
的

な
注

釈
及

び

「
不

一
致
対

称
物

」

に
触

れ
た
そ

の
他

の
著
作

と

の
関
係

の
解
明

自
体

は

「
不

一
致

対
称

物

」
問

題

の
特

殊
研

究

に
と

っ
て
は

必
須

で
あ

る

が
、
本

稿

の
目

的

に
照
ら

し

て
こ

こ
で
は
断

念
す

る
。
本
稿

で

の
我

々
に
と

っ
て
ま
ず

注

目

さ

れ
る

の
は

、
カ

ン
ト

の
議
論

の
構

造

で
あ

る
。
即

ち

、
カ

ン

ト
は

誰

の
目

に
取

っ
て
も

明

々
白

々
な
、
い
わ

ば
即

自
的

な

「
パ
ラ

ド

ッ
ク
ス
」
を

端
的

に
解

決

し
よ
う
と

し

て

い
る

の

で
は

な

く
、
む

し

ろ
、
日
常

的

に
は
我

々
が
何

の
不

思
議

も

感

じ

て
い
な

い
事

象
を

捉
え

て
、
そ

れ
が
実

は

「
パ

ラ
ド

ッ
ク

ス
萄
舞
巴
o
×
o
巳
」
(十

三
節

)

で
あ

る

こ
と

を
指

摘
す

る
と

い
う
般
階

か
ら
着
手

し

て

い
る
。
し
か

し
、

「
実
は

」
と

い
う

の
は

い
か
な

る
こ
と

で
あ

ろ
う

か

。
「実

は

」

の
観

点

は
ど

こ

か
ら

到
来
す

る

の
だ

ろ
う

か
。

「
不

一
致

対
称

物

」

が

「
パ
ラ
ド

ッ
ク
ス
」
で
あ

る

こ
と
を
説

得

的

に
す

る
た
め

に
カ

ン

ト

が
採

っ
て
い
る
方
法

は
、
我

々
が
日
常

的

に
は
何
ら

問
題

な
く
受

け

入

れ

て

い
る
態

度

(な

い
し
、
遂

行

し

て

い
る
思
考

的
操

作
)
の

一
部

を
停

止
し

た
場
合

の
状

況
を
仮

想
的

に
構
成

す

る
こ
と

(
そ
れ

が
実

は

、
「
ラ
イ

プ

ニ
ッ
ツ
ー

ヴ

ォ
ル

フ
哲

学
」
と

い
う

ー

こ

こ

で

は

わ
ず

か

に

「
純

粋

な
悟
性

」
と

い
う

言
葉

に

よ

っ
て
象

徴

さ

れ
る

し
か
な

い
ー

哲

学
的
立

場

で

の
認
識

論

に
対

応
し

て

い
る
)
に
よ

っ

て
、

そ

こ

に
生

ず

る
不

条
理

な
事

態

(
パ

ラ
ド

ッ
ク

ス
と

し

て

の

カン ト哲学 にお ける 「経験」概念 につ いて/4



「
不

一
致
対

称
物

」
)
を

強

調
し

、
そ

れ

に
よ

っ
て
停
止

さ

れ
た
当

の

操

作

(そ

れ
自
体

は

こ

の
個

所

で
は
明

示

さ
れ
得

な

い
)
を

中
核

と

す

る

立
場

の
弁

証
を

果

た

そ
う

と

い
う

も

の

で
あ

る

。

つ
ま

り

、

「
不

一
致
対

称
物

」
の
目
的

は
、
日
常

的

に
は
何

の
不
思
議

も

な
く

受

け
入

れ

ら
れ

て

い
る
事

象

が
或

る
特

別

な

(哲

学
的

)
観
点

か
ら

見

る
と

き

に
は
、
「
パ

ラ
ド

ッ
ク

ス
」
と
し

て
現

れ

る
こ
と

を
示

す

こ
と

に
よ

っ
て
、
そ

れ
を

日
常
的

に
は
不
思

議

で
な
く

し

、
「
パ
ラ

ド

ッ
ク

ス
」
で
な

い
も

の
と

し

て

い
る
我

々

の

「
認
識

の
仕

方
」
の

条

件

に
こ
そ
注

意
を
集

中

さ
せ
、
そ

の
こ
と

に
よ

っ
て
こ

の
点
を

看

過
し
た

不
適

切
な
認

識
論
的
見
地

を
斥
け

よ
う
と
す

る
も

の
な

の
で

あ

る

。
だ

か
ら

こ
そ

ま
ず

「
不

一
致
対

称
物

」
が

「
パ

ラ
ド

ッ
ク

ス
」

で
あ

る

こ
と

が
、
あ

る

い
は
む

し

ろ
、
そ
れ
を

「
パ

ラ
ド

ッ
ク

ス
」

と

み
る

立
場

を

我

々
が
採

る

こ
と

も

ま

た

可
能

で
あ

る

こ
と

が

、

我

々
読
者

に
対
し

て
カ

ン
ト

に
よ

っ
て
説

き
聞

か
さ
れ
る

こ
と

が
必

要

だ

っ
た

の

で
あ

る

。

そ
し

て

カ

ン
ト

の

「
解
決

」
で
あ

る

「
感

性
的

直
観
」
に
と

っ
て

は
こ

の

「
パ

ラ
ド

ッ
ク

ス
」
は
初

め

か
ら
存

在

し

て

い
な

か

っ
た

。

と

こ

ろ
が

、
「プ

ロ
レ
ゴ

ー

メ
ナ
」
の
こ

の
節

の
カ

ン
ト

の
文
脈

に

お

い

て

「
感

性

的

直
観

」

と

は

「
日
常

的

生

活

(9

。。
。q
。
目
。
旨

。

ピ
。
げ
。
昌
と

(十

三
節

)
を
哲

学
的

に
象

徴
す

る
も

の

に
他
な

ら
な

い
。

「
パ
ラ
ド

ッ
ク

ス
」
が
初

め
か

ら
存

在

し

て

い
な

い
「
日
常

的
生
活

」

こ
そ

が
仮
想

的

「
パ
ラ
ド

ッ
ク
ス
」
に
先
だ

っ
て
あ

る
と

こ

ろ
の
、

ま

た

「
パ

ラ
ド

ッ
ク

ス
」
が

「
解
決

」
さ

れ
て
現

れ
た

と

こ

ろ
の
カ

ン
ト

の
立
脚

地

な

の

で
あ

る

。
換

言
す

る
と

、

「
不

一
致

対
称

物

」

問

題

の
ポ

イ

ン
ト
は

、
「
ど

の
よ
う

な
我

々
固

有

の

(従

っ
て
、
論

理

学

に
は

還
元

さ

れ
な

い
)

《
認

識

の
仕
方
》

に
よ

っ
て
、
我

々
は

或

る
観
点

か
ら

見
た
と

き

に
パ

ラ
ド

ッ
ク

ス
で
あ

る
事

象
を

、
パ

ラ

ド

ッ
ク
ス
で
は

な
く

、
当
然

の
こ
と

と

し

て
受

け
入

れ

る
こ
と

が
可

能

と

な

っ
て

い
る

の
か
」
と

い
う

こ
と

に
他

な
ら

な

い

の
で
あ

る
。

即

ち
、

「
不

一
致
対

称
物

」
に
関

し

て
は
、
そ

れ
を

「
パ
ラ
ド

ッ
ク

ス
」
と

し

た
上

で

「
解
決

」

す

る

こ
と

が

課
題

で
あ

る

の
で
は

な

く

、

(或

る
観

点
か

ら
見

る
と
確

か
に

「
パ
ラ
ド

ッ
ク

ス
」
で
あ

る

そ

れ

が
)
何
故

「
日
常
的

生
活

」
に
お

い
て

「
パ

ラ
ド

ッ
ク

ス
」
で

は

な

い
の
か
、
と

い
う

疑
問

こ
そ

カ

ン
ト

が
そ

の
超
越

論
的

観
念

論

の
諸

概
念

に

よ

っ
て
解

明

し
よ
う
と

し

た
こ
と

な

の
で
あ

る
。
つ
ま

り

超
越

論
的

観
念

論

の
諸
概

念

は

「
日
常
的

生
活

」
の
事
実

を

解
明

す

る
た

め

に
こ

そ
持
ち

出
さ

れ

て

い
る

の
で
あ

る
。

従

っ
て
、
こ

こ

で
登

場
し

、
活

用

さ
れ

る

「
現
象

」
「
超

越
論

的
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観
念

性
」
と

い

っ
た
カ

ン
ト

固
有

の
概
念

が
目

指

し

て

い
る

の
は

、

何

か
直

接

に
対
象

に
関
し

て
そ

の
存
在

性
格
を

一
変

さ
せ

る
よ
う

な

大
改
定

を

施

す

こ
と

で
は

な
く

、

む
し

ろ
、

我

々
の

「
認

識

の
仕

方
」
と

い
う

全
体

的
状
況

そ

の
も

の
の
実
相

を
突
き

止

め
る

こ
と
な

の
で
あ

る
。
そ

の
よ
う

な

「
認

識

の
仕
方

」
に
よ

っ
て
初

め

て
充
全

に
認
識

さ
れ

る

よ
う

な
、
従

っ
て
、
そ

の
よ
う

な

「
認
識

の
仕

方
」

自
体
を

内

に
含

ん
で

い
る
よ
う

な
全
体

と

し
て

の
、
我

々

に
と

っ
て

の
現
実
性

の
構

造
こ
そ

が
こ
れ
ら

の
概
念

に
よ

っ
て
取
り

押
さ
え

ら

れ
よ
う

と
し

て

い
る
当

の
も

の
な

の
で
あ

る

。
こ

れ
ら

の
概
念

は

、

「
不

一
致
対
称

物
」

が
何

ら

の

「
パ
ラ
ド

ッ
ク

ス
」
で
は

な

い
よ
う

な

現
実

(そ

れ
は

「
パ
ラ
ド

ッ
ク
ス
」
を

補
正

す

る
我

々
を
含

ん

で

成

り
立

っ
て

い
る
)
を
浮

き
彫

り

に
す

る
た

め

に
持

ち
出

さ

れ
た
と

い
う
根

本

性
格

か
ら

こ
そ
理
解

す

べ
き

で
あ

っ
て
、
こ
れ
ら

概
念

そ

の
も

の
が
言

わ

ば
実
体

化

さ

れ
自

己
完

結
的

な

結
論

と

さ

れ

て
し

ま

っ
て
は

な
ら

な

い
と

我

々
は
考
え

る

の
で
あ

る
。
カ

ン
ト

に
と

っ

て

「
不

一
致
対

称
物

」
と
は

、
何

よ
り
も

、
自

ら

(意
図

せ
ず

に
)

難
問

を
作

り
だ

し
、
ま

た
自

ら
そ

れ
を
解
決

し

よ
う

と
す

る

人
間
理

性

の
宿

命
を
象

徴

す
る
も

の
だ

っ
た

の
で
あ

る
。

2

「
不

一
致
対
称

物
」
は
誰

に
と

っ
て

「
パ

ラ

ド

ッ
ク
ス
」

な

の
か

以

下

に
お

い
て
、
更

に

「
不

一
致
対
称

物

」
に
即

し

て
上
述

の
点

を

敷

街
す

る

こ
と

に
し

よ
う

。
「
不

一
致
対

称
物

」
が

「
パ
ラ
ド

ッ

ク

ス
」
で
あ

る
と

い
う

の
は

、
概
念

的
記

述

が
物

の
性
質

を
完

全

に

尽
く
す

こ
と

が

で
き

る
と

い
う

立
場

に
と

っ
て
の
話

で
あ

る

。
つ
ま

り
、
概
念
的

に
記
述

で
き

る
性
質

に
関
し

て
は
完
全

に
同

一
で
あ
る

は
ず

の
二

つ
の
物

の
極
限

と

し

て
の
、
或

る
物

と

そ

の
鏡

像
と

が

、

「
向

き
」
が
違

っ
て

い
て
重
ね

合
わ

せ

る
こ
と

が

で
き

な

い
、
換
言

す
る
と

、
同

一
で
あ

る

べ
き
は
ず

の
も

の
が
同

一
で
は

な
く

な

っ
て

い
る

と

い
う
と

こ

ろ

に

「
パ

ラ
ド

ッ
ク

ス
」

が
成

立

す

る

の
で
あ

る
。
そ

し

て
こ

の

「
パ

ラ
ド

ッ
ク

ス
」
は

「
向

き
」
な

い
し

「
向

き
」

の
存
立
す

る
場
所
と

し

て
の
空

間
が

決
し

て
概
念

的
悟
性

的
な
も

の

に
還

元
さ
れ
得

な

い
根
源
性

を
持

つ
も

の
と

し
て
承
認

さ
れ
る

こ
と

に

よ

っ
て
、
つ
ま
り

、
感

性

の
悟
性

か

ら

の
独
立
性

の
承

認
と

し

て

解
決

さ

れ
る

の
で
あ

る
。
こ

の
解

決

に

よ

っ
て
、
「
不

一
致

対
称

物
」

は
も

は

や

「
パ

ラ
ド

ッ
ク

ス
」
で
は

な
く

、
感

性
的

世

界

に
お
け

る

安

定

し
た

自
明

の
事
象

と

し

て
存

立
す

る

の

で
あ

る

。

つ
ま

り
、
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我

々
は

「
概

念

」
へ
で
は
な

く

、
感
性

的

世
界

の
ほ
う

へ
と

自
己

が

本

来
所

属
す

る
場
を
転

換

し
な
け

れ
ば

な
ら

な

い
こ
と

が

「
不

一
致

対

称
物
」
問

題

の
解

決
と

し

て
カ

ン
ト

に
よ

っ
て
取

り
出

さ
れ
た

の

　ニ
　

で
あ

る
。

「
向

き
」
の
違
う

二

つ
の
物

は

、
そ

れ
以
外

の
全

て

の
徴

表

に
お

い
て
同

一
で
あ

っ
た

と
し

て
も

、
「向

き

」
の
相
違

と

い
う

一
事

に

よ

っ
て
当
然

な

が
ら
全

く
別
個

の
も

の
と

な
る

。
そ
し

て
実

の
と

こ

ろ
、
我

々

の
日
常
的

世
界

に
お

い
て
は
、
徴
表

の
同

一
性

か
ら

で
は

な

く
、
「向

き

」
の
相
違

か

ら
ま
ず

着

目
す

る

の
が
普

通

で
あ

る

か

ら

、
「
不

一
致
対
称

物
」
は
初

め

か
ら
別

の
も

の
と

し

て
識
別

さ

れ

て

い
る

の

で
あ

る
。

こ

れ
を

「
パ
ラ
ド

ッ
ク

ス
」

化

す

る
た

め

に

は

、
ま
ず
悟

性
的

徴
表

に
着

目
す

る
特
定

の
存
在

論
的
-

認

識
論
的

立
場

に
身

を
移
す

こ
と

を
必

要
と
す

る
と

言
わ

ね
ば
な

ら
な

い
。
日

常

的
世

界

に
お

い
て
は

、
「向

き

」
だ

け
違

っ
た

同

一
的

な

る
も

の

は

も
ち

ろ
ん
何

の
不
思
議

を
も
感

じ
さ
せ

な

い
あ
り

ふ
れ
た
現
象

で

あ

る

。
l
I

し
か

し
、
だ

と
す

る
と
、
実

は
本

来

「
パ

ラ
ド

ッ
ク

ス
」

な
る
も

の
は
自

然
的

に
は
生

ず

る
は
ず

が
な

い
の
で
は
な

い
か
。
何

故

カ

ン
ト

は
強

い
て

「
パ
ラ
ド

ッ
ク

ス
」
を

生

ぜ
し

め
よ
う

と

し

て

い
る
の
だ

ろ
う

か
。
こ

の
よ
う

な
あ

り
う

べ
き

疑
問

に
対

し

て
は

次

の
よ
う

に
答

え

る

こ
と
が

で
き

よ
う

。
-

1

そ
う

で
は

な
く

、
「
パ

ラ
ド

ッ
ク
ス
」
を

自

ら
起

こ
し

、
か

つ
ま
た

そ

れ
を
解

決
す

る
主

体

が
自
覚

さ
れ

、
そ

れ
を

通

じ

て
哲

学
が

そ

の
批

判

の
対

象
を
含

ん
だ

形

で
現

れ
る
契

機
と

な

る
と

こ
ろ

に
カ

ン
ト

に
と

っ
て

の
「
不

一
致

対

称
物

」

の
意
味

が
あ

っ
た

の
で
あ

る
、
と

。

こ

の
点

で
注

目
し

な
け

れ
ば

な

ら
な

い
の
は
、

上

に
見

た

よ
う

な
仕
方

で
単
純

に
処

理
す

る

こ
と
も

で
き
た

で
あ

ろ
う

「
不

一
致

対

称

物
」
問

題
を

前

に
し

て
カ

ン
ト
は

、
感
性

的

世
界

に
お

い
て
安

定

的

に
存

在

す

る
も

の

に
更

に

「
現
象

」
と

い
う

規
定
を

与

え

て
、
そ

れ

に
よ

っ
て
か

の

「
物
自

体

」
と

の
何

ら
か

の
関
係

性

が
示
唆

さ

れ

る
よ
う

に
仕

向
け

、
せ

っ
か

く
解
決

さ
れ
た

問
題
を

再

び
無
用

に
複

雑

化

し

て

い
る
か

の

よ
う

に
見

え

る

こ
と

で
あ

る

。
事

実

、
六

八
年

の

「
空

間

に
お
け

る
方
位

」
で
は

不

一
致
対
称

物

は
、
絶

対
空

間
と

い
う

場

所
を

認
め

る

な
ら
ば

(但

し
、
感

性
と

絶

対
空

間
と
を

有
機

的

に
結
び

付
け

る
こ
と

は

で
き

ず
、
た
だ
推

論

さ
れ
る
だ

け
だ

が
)
、

そ

の
場
所

に

お
け

る
全

く
自
然

な
事

実

で
あ
り

、
そ

れ
以

上

の
哲
学

的
背

景
を

必
要

と
し

な

い
。
む

し
ろ

こ
の
解
決

の
ほ
う

が
我

々
の
日

常
的

世

界

に
と

っ
て
は
、
批

判
期

に

お
け

る
解

決

よ
り
も
無

理

の
少

な

い
も

の
と
見

え

る
の

で
あ
る

。
カ

ン
ト
が

こ
れ

に
飽
き

足
ら
ず

に
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新

し

い
解
決
を

も

た
ら

さ
ず

に
は

い
ら
れ

な
か

っ
た
理
由

は
何

か
。

そ

の
理
由

は
、
批

判
期

に
は

カ

ン
ト

の
哲
学

的
視

野

が
広

が
り
、

人
間

の
認
識

に
お

い
て
根

源
的

な
仮
象

も
ま

た

(
そ

の
解

消
と
と

も

に
)
必
然

的

な
も

の
で
あ

る

こ
と

が
、
哲

学
そ

の
も

の
に
と

っ
て

の

正

面
か

ら
見
据

え

な

け
れ
ば

な
ら

な

い
問
題

と

な

っ
た

か
ら

で
あ

る

。
つ
ま
り

カ

ン
ト

は

、
感

性

が

イ

ン
テ
グ

ラ

ル
な

要
素

と

し
て
組

み

込
ま

れ

て

い
る
よ
う

な

経
験

の
世
界

に
定

位

す

る
だ
け

で
は
な

く

、
同
時

に
、
そ

の
本

性

が
見

逃

さ

れ

て
し
ま
う

可
能

性
、
な

い
し

受
動

性
と

し
て

の
感
性

に
対
し

て
別
種

の
能
動

性
が
感
性

界

に
お

い

て
台

頭
す

る
可
能

性
を

も
ま

た
、
あ
ら

か
じ
め
織

り
込

ん

で
お
こ
う

と

し

て

い
る

の
で
あ

る
。
絶

対
空

間
と

い
う
経
験

の
対

象
と

は
な

ら

な

い
も

の
を
仮
定

し

て
問
題
を

解
決

し

た
と
安

心
す

る
よ
り
も

、
誤

り

が
生

ま
れ

て
く
る
所

以

に
積

極

的

に
着

目
し

、
そ

れ
を
取

り
込

む

ほ
う
が
実

は
我

々
の
認

識

に

つ
い
て
教
え

る
と

こ
ろ
が
多

い
と

い
う

洞

察

が

こ
こ

に
は
あ

る
。
こ
れ

に
よ

っ
て
、
確

か

に

「
不

一
致
対

称

物

」
は

先

に
み
た

よ
う
な
意

味
と

仕
方

に
お

い
て
パ

ラ
ド

ッ
ク
ス
と

し

て
も

現

れ
得

る

こ
と

に
な
る

だ

ろ
う

。
カ

ン
ト

が
物
自
体

と

の
係

わ
り

を
秘

め

た
現
象

と

い
う

概

念
を

こ

こ

で
使
用

し

た

の
は
、

実

は
、
我

々
の
経
験

の
世
界

は
単
純

に
感

性
が

そ

の
不
可
欠

の
要
素

と

し

て
織

り
込

ま

れ
て

い
る
だ

け
で
は

な
く

、
ま
た

同
時

に
そ

の
感
性

を

捨
象

し

て
考

え

る

こ
と

が

で
き

る
よ
う

な
、
つ
ま

り

、
物
自

体
と

い
う
本
体

の
単

に
混

濁

し
た
表
象
と

し
て
も
考
え

る

こ
と

が

で
き

る

よ
う

な
構

造
を

も

っ
て
い
る
と

い
う
事

実
を
も
射

程

に
収

め
よ
う
と

し
た

た

め
な

の

で
あ

る
。
そ

の
時

現

れ
る

の
が
、
悟

性

の
対
象

と

し

て
の
物

自
体

界

で
あ
り

、
こ
こ

に
定
位

し

た
と
き

に
問

題
と

な

る
の

は

「
概
念

」
に
吸

収
さ

れ
得

る
悟
性

的
徴

表

の
み

で
あ

り
、
そ

れ
で

物

の
も

つ
規

定

は
尽
く

さ

れ
た
と
考
え

ら

れ
る

。
そ

し

て
そ
れ

に
尽

く

さ
れ

な

い

「
不

一
致
対
称

物
」

が
不

可
解

な

「
パ

ラ
ド

ッ
ク

ス
」

と

し

て
現

れ
る

の
で
あ

る

。
つ
ま
り

、
こ
の
意

味

で

の

「
物

自
体

」

こ
そ

「
パ

ラ
ド

ッ
ク

ス
」
を

生

み
出
す
根

源

で
あ

る
。
こ

の
意
味

で

の
物
自

体
を

考
え

た
主
体

に
と

っ
て
は

じ

め

て

「
パ

ラ
ド

ッ
ク
ス
」

が

現

れ
た

の
で
あ

る

。
カ

ン
ト

の

「
不

一
致

対
称

物
」
と

の
取

り
組

み
は
単

に

「
パ

ラ
ド

ッ
ク

ス
」
と

そ

の
解
決

と

い
う
単

純

な
構

図
で

理

解

さ
れ

る

べ
き

で
は
な

く
、
「
パ

ラ
ド

ッ
ク
ス
」
が
必

然
的

に
生

じ
て
く

る
と

い
う
事
態

も

ま
た

カ

ン
ト

に
と

っ
て
は

、
自

己

の
所

説

の
必
須

の
部

分
を
成

し

た
と

い
う

こ
と

が
銘

記

さ
れ
ね

ば

な

ら
な

い
。
だ
か

ら

こ
そ
、
現
象

と

い
う

術

語
が
引

き

入

れ
ら

れ
た

の

で
あ

る
。
-

し
か

し
、
感

性
的

事
象

に
あ

っ
て
、
感

性

が
捨

象
さ

れ

る

カ ン ト哲学 におけ る 「経 験」概念 について/8



(>
N
象

-ー
bd
ω
8

で
ラ
イ
プ

ニ
ッ
ツ
に

つ
い
て
使

わ
れ
る
表

現
を
用

い

る

な
ら
ば

「
現

象
を

物
自

体
と

し

て
受

け
取

る
」
)
と

い
う

の
は
具

体
的

に

は
ど

ん
な

こ
と

な

の
だ

ろ
う

か

。
先

に
触

れ
た
、
我

々
が

日

常
的

に
は
何
ら

問
題
な
く

遂
行

し
て

い
る
思
考

的
な
操
作

の

一
部
を

停
止

す

る
と

い
う

こ
と

に

よ

っ
て

「
パ
ラ
ド

ッ
ク
ス
」
が
生
ず

る
と

い
う

こ

と

(逆

に
言
う
と

、
そ

の
操

作
を

発
動

す

る

こ
と

で
解

消

さ

れ
る
)
と

、

こ

れ
は
ど

う
係

わ

る

の
だ

ろ
う

か
。

3

鏡
像
ー
1

「
パ
ラ
ド

ッ
ク

ス
」

の
解

決
と

そ

の
意
味

す
る
も

の
l
I

先

に
述

べ
た

よ
う

に
、

鏡
像

は
物

の
自

己

矛
盾

性
と
も

い
う

べ

き

事
態

を

突
き

つ
け

る
も

の
と

し

て
、
確

か

に

「
不

一
致
対

称
物

」

群

の
極

限

を
我

々
に
提
示

し
た

。
そ

し

て
、
以

下

に
み

る
よ
う

に
、

こ

の
鏡

像

と

い
う

か
た
ち

で

「
不

一
致
対
称

物

」
を
捉

え
得

た

こ
と

が

カ

ン
ト

を
そ

の
解

決

へ
と
導

い
た
と

言

え

る
。
(鏡

像

は
六

八
年

に
も

七

〇
年

に
も

な
く
、

「プ

ロ
レ
ゴ

ー

メ
ナ
」
に
お

い
て
初

め

て

出
来

し

て

い
る
。
)
な

ぜ
な

ら
ば

、
鏡

は
、
そ

れ
を

見

る
も

の
を

し

て

「
思
考

の
中

で
」
鏡

の
中

へ
と
我

が
身

を
移

し

入
れ
さ

せ
、
そ

の

結
果

(と

し

て
思
考

的

に
生
ず

る
像

)
と

現
実

の
鏡

像
と

の
対

比

に

よ

っ
て
、
両
者

の
間

の

「
不

一
致
対

称
物

」
的

関
係

を

ま
ざ

ま
ざ

と

実
感

さ

せ
る
と

い
う

一
連

の
操

作
を
我

々
に
課
す

か
ら

で
あ

る
。
そ

し

て
、
こ

の

一
連

の
操
作

の
遂
行
と

そ

の
対
自

化

に
よ

っ
て
、
「
パ

ラ
ド

ッ
ク
ス
」
は
実

質

的

に
は
解

消
さ

れ
る

。
何
故

な

ら
ば

、
言

う

と

こ

ろ

の
物

自
体

に
係

わ

る

「
パ

ラ
ド

ッ
ク

ス
」
は
、
つ
ま
り

、
感

性
を

捨
象

し
て
対
象
を
物

自
体
と

し

て
受
け
取

る

こ
と

に
発
し

た
そ

れ
は
、
そ

の
真
相

に
お

い
て
、
こ
の

よ
う
な
操

作

に

よ

っ
て
初

め

て

生

み
出

さ
れ
た

も

の
だ

つ
た

か
ら

で
あ

る
。
感
性

が

捨
象

さ
れ

る
と

い
う

こ
と
は

、
実

は
、
こ

の
よ
う

な
操

作

の
存
在

が
隠

蔽

さ

れ

て
、

そ
の
結
果

だ
け
が
物
自
体

と

し
て
実
体
化

さ
れ
る

こ
と

に
他

な
ら
な

い
の
で
あ

る
。
即

ち
、
感

性

的
制

約
を

捨
象

し

て
あ
く

ま

で
も

「
思

考

の
中

で
」
自

己
を

一
八

○
度

回
転

さ
せ

て
鏡

の
中

に
移

し
入

れ

、

そ

の
結
果

鏡

の
中

に
外
化
さ

れ

て
現

れ
て
く
る
自
己

11
像
を
鏡

の
前

に

い
る
自
己

が
直
面

し

て
見
る
と

い
う

場
合
を

想
定

し
た

場
合

、
そ

の
自

己

11
像
と

実

際

の
鏡
像

と

は
間

違

い
な

く

「
向
き

」

が
逆

に

な

っ
て

い
る

。

「
パ

ラ
ド

ッ
ク

ス
」
は

実

は

こ

の
両

者

の
間

で
起

こ

っ
て

い
る

の
で
あ

る
。
こ

れ
を
自

覚
す

る
た

め

に
は

、

《
鏡

の
中

に
我

が
身

を
移

し

入
れ

て
み

る
》

と

い
う

こ
と

が
、
具
体

的

に

は
、
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鏡

面
を

対
称

軸
と

し

て
、

自

己
を

思
考

の
中

で

一
八
○

度

回
転

さ

せ

、
鏡
を

前

に

し
た
自

己

(原

型
)
と

正
対

さ

せ
る
と

い
う

こ
と

が

必

要
と

さ
れ

る
の
で
あ

り
、
ま

た

こ

の
操
作

の
自
覚
化

に

よ

っ
て
は

じ

め

て

「
パ

ラ
ド

ッ
ク

ス
」
の
疑
似

問

題
性

が
明

か

に
な

る
の

で
あ

る
。

つ
ま

り
、

「
パ

ラ
ド

ッ
ク

ス
」
の
成
立

自

体
が

、
自

己

を
鏡

の

ハニ

中

へ

「
思
考

の
中

で
」
投

入
し

、
そ

の

「
鏡

の
中

の
自

己
」
に
対

し

て
、
外

か
ら

そ
れ
を

客
観

と
す

べ
く

「
思
考

の
中

で
」
正

対
し

、
そ

れ
と
鏡

像
と

を
あ

わ

せ
て

(言

わ
ば

、
並

べ

て
)
注

視

・
比
較

し

得

る
と

い
う
高

次

の
能
力

に
も

と
つ

い
て

い
た

の

で
あ

る

。
こ

の

「
思

考

の
中

で
」
正
対

し

て

い
る

「
鏡

の
中

の
自

己
」
と
実

際

に
目

に
映

る
鏡
像

と
を
比

較
し

、
両
者

が
合
致

し
得

な

い
こ
と
を

確
認
す

る
と

い
う
重

層
的

な
事

態

の
結
果

こ

そ
が
、
鏡
像

の

「
パ

ラ
ド

ッ
ク

ス
」

・と

し

て
、
つ
ま
り

、
本

来
有

り
得

な

い
は
ず

の
物

自
体

に

お
け

る
自

己
矛
盾

と

し

て
、
従

っ
て
ま

た
、
そ

の
物
自

体
性

と

は
両
立

し
得

な

い
事
象

と

し

て
、
自
覚

さ

れ
た

の

で
あ

る

。

そ

れ

ゆ
え

、
「
パ

ラ
ド

ッ
ク

ス
」

の
解
消

は
、
鏡
像

と

い
わ
ば

矛

盾

対
当

関
係

に
立

っ
て
い
る
も

の
は
決

し

て

「
原
型

」
で
は
な
く

、

「
思
考

の
中

で
」
作

ら

れ
た
今

一
つ
の

「
像

」
で
あ

っ
た

こ
と

の
認

識

に
よ

っ
て
果

た
さ

れ
る

。
「
不

一
致
対

称
物

」
に

お
け

る

「
パ

ラ

ド

ッ
ク
ス
」
は

「
物

自
体

」
に
即
し

た
自

己
矛
盾

で
は
な

く
、
二

つ

の

「
像
」
同
士

の
間

に
成

立

し
た

の

で
あ

る
。
し

か
も
、
そ

の

「
像

」

の
片

方

は
、
全

面
的

に
我

々
自
身

に
由

来
し

て

い
た

の
で
あ

る
。
物

自
体

に
お

け
る
自

己
矛
盾

を

現
す
も

の
と

し

て
解
決

不
可
能

な
「
パ

ラ
ド

ッ
ク

ス
」

で
あ

る

の
で
は

な
く

、
「
像
」

の
次

元

の

こ
と

と

し

て
、
「
パ

ラ
ド

ッ
ク

ス
」
を
生

じ

せ
し

め
た
根

源

で
あ

る
我

々
自
身

へ
と

遡

る

こ
と

に
よ

っ
て
、
「
不

一
致
対
称

物
」

の

「
パ

ラ
ド

ッ
ク

ス
」

は
解

決

さ
れ
得

る

の

で
あ

る
。

こ
こ
か

ら
引

き
出

す

べ
き

結

論
は

、
我

々
に
と

っ
て

の
現

象

な

い
し
経

験

そ

の
も

の
が
単
純

な
も

の
で
は

な
く

、
こ
の
よ
う

な
媒
介

作

用

(
つ
ま

り
、
自

己
を

外

化
す

る
自

己
を

自
己

の
内

に
創

出
す

る

と

い
う

こ
と
)
を
含

ん
で

い
る
も

の
で
あ

る
こ
と

、
ま

た

そ

の
上

で

初

め
て
成
立

し

た
現
象

で
あ

り
、
経
験

で
あ

っ
た
と

い
う

こ
と

で
あ

ろ
う

。
つ
ま

り
、
経

験

は

そ

の
最

も
直

観

に
近

い
局
面

に

お

い
て
も

決

し

て
感
性

の
み

に
よ

っ
て
成

立

す
る
も

の
で
は
な

い
。
そ
れ
ど

こ

ろ
か
、
「
思

考

の
中

で
」
客
体

化

さ

れ
た

自

己
と

、
感

性
的

直
観

そ

の
も

の

(鏡

像
)
と

の
対
照

と

い
う
高

次

の
操
作

を
織

り
込

ん

で

い

る
の

で
あ

る
。
こ

の
点

こ
そ
、
「
現
象
を

物
自

体

と
し

て
取

る
」
立

場
と

の
決
定

的

相
違

で
あ

り
、
そ

の
立
場

が

カ

ン
ト
に

よ

っ
て
斥

け
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ら

れ
ね
ば

な

ら
な

か

っ
た
所

以

で
あ

る

。
1
1

こ

の
よ
う

な
理

路

が
、
カ

ン
ト

に
よ

っ
て
選

ば
れ

た

「
現
象

」
と

い
う

言
葉

に
盛

り
込

ま

れ

て

い
た

の
で
あ

る

。

も

し
我

々
が
、
「
不

一
致

対
称
物

」
を

構
成

す

る

一
対

の
対
象

を

物
自
体

と

し
て
受

け
取

る
事

に
安
住

で
き

る
な
ら

ば
、
そ
こ

に
は

い

さ

さ
か

の
問

題
も

「
パ

ラ
ド

ッ
ク

ス
」

も
生

じ

て
は

い
な

い
。
そ

れ

が
、
物

自
体

と

し

て
何

の
背

後
も

持

た
ず

、
ま

た

「
純

粋
悟

性
」

が
そ

れ
を
認

識
し

て

い
る

の
で
あ
る

な
ら
ば

、
そ

の
対
象

に
関

し

て

は

、
そ

れ
だ
け

で
全

貌

が

一
義
的

に
知

ら
れ

て

い
る
の

で
あ
り

、
そ

れ

に

つ

い
て
更

に
疑

念
を

生
じ

さ
せ

る

「
パ

ラ
ド

ッ
ク

ス
」
な

ど
が

自
覚

さ

れ

る
こ
と

は
有

り
得

な

か

っ
た

。
逆

に
、

こ
れ
が

「
パ

ラ

ド

ッ
ク

ス
」
と

し

て
現

れ
る
と
き

に
、
す

で

に

「
現
象

を

物
自
体

と

し

て
受

け
取

る
」
見
方

は
揺
ら

い
で

い
る

と
言
わ

な
け

れ
ば

な
ら
な

い
。
カ

ン
ト

が
、

「
不

一
致
対
称

物
」

に
よ

っ
て
対
象

が
物
自
体

で

は

な

い
の
で
は

な

い
か
と

い
う

疑
問

が
我

々
に
投
げ
掛
け

ら
れ

て
い

る

と

言
う

の
は

、

ま

さ

に
こ

の

こ
と

な

の
で

あ

っ
た

。

つ
ま
り

、

我

々
は

「
対
象

を
物

自
体

と

し

て
受

け

取
り
」
続
け

る

こ
と

に
は
望

ん

で
も
甘

ん
じ
得

な

い
と

い
う

こ
と

が
、
上

に
み
た

よ
う

な
高
次

の

操
作

が
本
質
的

に
組

み
込

ま
れ

て
い
る
我

々
の
認
識

の
構

造

に
よ

っ

て
宿
命

付

け
ら

れ

て

い
る

。
そ
れ
を

「
不

一
致

対
称
物

」
と

認
識

す

る

こ
と

自
体

が

す

で
に
、

つ
ま
り

、
「
パ
ラ
ド

ッ
ク

ス
」
の
認
識

自

体

が
す

で
に
、
そ

の
解

決

の
予
感

と

共

に
あ

る

。
「
不

一
致
対

称
物

」

と

い
う

角
度

で
の

一
対

の
対
象

の
把
握

そ

の
も

の
が

、
「
パ

ラ
ド

ッ

ク

ス
」

で
あ

る
と
と

も

に
、
裏
面

で
は

そ

の
解
決

で
も

あ

る
。
「
不

一
致
対

称
物

」
だ
と

捉
え

た

と
き

に
、
そ

れ
が

「
概

念
」
の
内

に
残

る
隈
な

く
完
全

に
自

己
を

現
し

て

い
て
、
い
か
な

る
背
後

を
も
有

さ

な

い
と

い
う

先

入
見

(
「
対

象
を

物
自
体

と

し

て
受

け

取
る

」
こ
と

)

が
動
揺

し

て

い
る

の
で
あ

る
。
ま
さ

に

そ
の
時

、
我

々
は
す

で
に
、

言
わ
ば

対
象

の
背

後

へ
と

回

つ
て
い
る

。
こ
れ
を

転
換

点
と

し

て
、

背

後

の
存

在
を

考
え

る
段

階

へ
と

我

々
は
進
む

の
で
あ

る
。
そ

こ
か

ら
、
「
物

自
体

」
と
受

け
取

ら

れ

て

い
た
対

象

が

「
現
象

」
に
変

貌

す

る
の

で
あ

る

。
か
く

し

て
、
全

面
的

に
は
自

己
を

現
し

て

い
な

い

も

の
と

し

て
、

つ
ま

り
、
新

た

な
、
よ
り
深

い
物

自
体

あ

っ
て
の
、

そ

の
現
象

と
し

て
の
対
象
と

い
う

境
位

が
成
立

す

る
。
そ

れ
ま

で
平

板

で
あ

っ
た

我

々

の
経
験

に
深

み
が

現

れ
る

の
で
あ

る
。
こ
れ

が
、

カ

ン
ト

が
先

の
引
用

に
お

い
て
「
或

る
そ
れ
自

体
と

し

て
は
知
ら

れ

な

い
も

の
の
、
他

の
も

の
、
つ
ま
り

我

々
の
感
性

へ
の
関

係
」
と

表

現
し

て

い
た

事
態

に
他
な

ら
な

い
。
こ

こ
で

、
「向

き

」
を

含

ん
だ
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全

体

と

し

て
の
対
象

(
日

「
現
象

」
)

が
、

よ
り
深

い
物

自
体

に
根

差

し
た
も

の
だ

と
了

解
す

る
と

い
う

形

で
、
「
概
念

」
に
吸
収

さ

れ

な

い
根

源
性
を

確
保

さ

れ
た

の
で
あ

る
。
こ

の
カ

ン
ト

の
表
現

の
仕

方
は

、
我

々
が
上

に
指

摘

し
た

よ
う

な
重

層
的

な
事
態

を

、
こ
の
段

階

に
対

応
し
た

平
面

に
投

影

し
た
場

合

の
語
法

な

の
で
あ

る

。

こ
の

よ
う

に
、
「
不

一
致
対
称

物

」
群
と

い
う
事
象

自
体

が

、
実

は

「
そ

れ
自
体

」
と

し

て
存
立

し

て

い
た

の
で
は

な
か

っ
た

。
な

ぜ

な

ら
ば

、
「
そ

れ
自

体
」
を

知

る
立

場

に
と

つ
て
は

、
「
不

一
致
対
称

物

」
を

構
成

す

る

一
対

の
対
象

は

単

に
相
違

し

て

い
る

に
過
ぎ

な

か

っ
た

か
ら

で
あ

る

。
「
不

一
致

対
称

物
」
な

る
事

象

の
成

立

の
た

め

に
は

、
「
そ
れ
自

体
」
と

し

て
は
単

に
相
違

し

て

い
る

に
過
ぎ

な

い

二

つ
の
物

が
、
先

に
み
た

よ
う

な
或

る

「
思
考

の
中

で
」
は
遂
行

す

る
こ
と

が

で
き

る
操

作
を

加
え

る
こ
と

で
、
一
致

せ
し
め
得

る
筈

(し

か
し

、
現
実

に

は

一
致

せ

し
め
得

な

い
)
と

判
定
す

る
こ
と

が

必

要

で
あ

る
。
そ

こ

に

「
パ

ラ
ド

ッ
ク

ス
」
の
自

覚

が
生

じ

る
。
つ

ま
り

、
「
不

一
致

対
称

物
」
と

い
う
事

象

の
成
立

そ

の
も

の

の
う

ち

に
、
す

で

に
認

識
主
観

の
主
体

と

し

て

の
能
動

性
が

介
在

し

て
い
る

の

で
あ

る
。
そ

れ
は
単

に
客

観
的

な

る
事
象

で
は

な
く

、
認

識

の
主

体

が
介

在
し

そ

こ
で
働
く

こ
と

に
よ

っ
て
初

め

て
可
能

と

な

っ
た

、

「
そ

れ
自

体
」

で
は

な
く

、
h貯

旨

。。
な
事

象

だ

っ
た

の
で
あ

る
。

従

っ
て
、
先

に
見

た

よ
う

に

「
プ

ロ
レ

ゴ
ー

メ

ナ
」

十

三
節

で

「
不

一
致

対
称
物

」
が

「
或

る
そ

れ
自
体

と

し

て
は

知
ら

れ
な

い
も

の
」
と
我

々
の
感
性

の
関
係
を

示
す

も

の
と

し

て
解
釈

さ
れ
、
解
決

さ
れ

た
と

し

て
も

、

そ

の

「
そ

れ
自

体
と

し

て
は
知

ら

れ
な

い
も

の
」
、

つ
ま
り

、

「物

自
体

」

は
、
実

は

、
凄
⊇

昌
。。
な
と

い
う

特
殊

な
性
格

を
持

つ
物
自

体

で
あ

る
と
言

わ
な

け
れ
ば

な
ら

な

い
。
言

い

換
え

る
と

、
「
不

一
致

対
称

物
」

が
自
覚

さ

れ
、
ま
た

我

々
が

「
そ

れ
自
体

と

し

て
は

知
ら

れ
な

い
」
物

自
体

の
存
在

を
認

め

る
と

こ

ろ

の
我

々
の
世
界

が

、
全

体

と

し

て
、
我

々

の
認

識
活

動

の
結
果

で
あ

る
と

言

わ
ね
ば

な

ら
な

い
の
で
あ

る
。
「
そ

れ
自
体

と
し

て
は
知
ら

れ

な

い
」
物
自

体
を

考
え

て
、
不

一
致

対
称
物

を

そ

の
現

れ
と

し

て

解
釈

し
、
他
方
全

体

の
部
分

に
対
す

る
先

行
性
を

徴
表
と

す

る
感
性

の
、
悟
性

か
ら
独

立
し

た
根

源
性

の
承
認
を

要
求

す
る
事

例
と

し

て

納
得

す

る
、
と

い
う

こ
こ

で
の

「解

決
」
自
体

が

我

々
の
経

験

の
内

部

で

の
み
生

起

し
得

る
。
こ

の
物
自

体
は

我

々
の
経
験

の
う

ち

に
お

い
て

の
み
現

れ
得

た

の
で
あ

り
、
こ

の
連

関

の
全

体

こ
そ

が
我

々
の

「経

験

」
な

の

で
あ

る
。

「
プ

ロ
レ
ゴ

ー

メ
ナ
」
十

三
節

に
お
け

る

「
不

一
致

対
称
物

」
群

の
提
起

と

そ

の
解

決
と

が
示
し

て

い
る

の
は
、
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「
そ

れ
自

体
と

し

て
は

知
ら

れ

な

い
」
も

の

の
額

面
通

り

の
実
体

的

.な
導

入

で
あ

る

よ
り

は
む

し

ろ
、
こ

の
よ
う

な
認

識
主
体

と
し

て

の

我

々
が
内

在

し
た

「
経

験
」
の
動

的

な
あ
り

方

の
ほ
う

で
あ
る
と

考

え

ね
ば

な
ら

な

い
。

こ
う

し

て
、
「
不

一
致

対
称

物
」
は
我

々
の
日
常

的
経

験

に
照
ら

す

な
ら

ば

「
パ

ラ
ド

ッ
ク

ス
」
で
は

な

い
。
な
ぜ

な
ら

ば
、
我

々
の

経

験
そ

の
も

の

の
う

ち

に
、

そ

れ
を

補
正

し

、
「
パ

ラ
ド

ッ
ク

ス
」

で
は
な

い
も

の
と

す

る
機

構
が

(哲

学
的

に
表

現
す

る
と

、
対
象

を

現

象
と

し

て
明

ら
か

に
す

る
と

い
う

こ
と

に
他

な
ら

な

い
が
)
、
畳

み
込
ま

れ

て

い
る
か

ら

で
あ

る
。

つ
ま

り
、

(自

己

の
)
鏡

像

が
単

に
そ

の

「
原

型
」
を
外

か

ら
見

た
も

の
で
は
な

い
こ
と

の
認
識
と

い

う

補
正

が
、
「
思

考

の
中

で
」
自
己

と

正
対
し

得

る
と

い
う
能

力
を

前

提
と

し

て
行

わ

れ
得

て

い
る

の
が
、
我

々
の
現
実

的
経

験
な

の
で

あ

る
。
カ

ン
ト

に
と

っ
て
原
型

と
鏡
像

と

の
関
係

は
当
惑

さ
れ

る
必

要

が

な
く
、

両
者

は

「向

き

」

(
の
み
)
を

異

に
し

た

「
原
型

」
と

「
像
」
と
し

て
あ

り

の
ま

ま

に
受

け

入

れ
ら

れ
る

。
鏡
を

媒
介

と
す

る

こ
と

で
、

「
不

一
致
対

称

物

」

は

一
般

に
そ

れ
自

体

と

し

て

の

「
パ

ラ
ド

ッ
ク

ス
」
で
あ

る

の
で
は

な
く

、
実

際

に
は
た

だ
、
「
不

一

致

対
称

物
」
と

し

て
捉
え

ら

れ
る
物

を
、
そ

れ
が

本
来
属

し

て

い
た

場

所

か
ら

「
思

考

の
中

で
」
引

き
出

し

た
上

で
、
そ

れ

に
よ

っ
て
も

は

や

「
原
型

」
で
は

な
く

「
像
」
に
な

っ
た
も

の
と

原
型
と

を

無
理

に
同

一
視

を
図

ろ
う

と
す

る
と

こ

ろ

に

「
パ

ラ
ド

ッ
ク

ス
」
と

し

て

生

じ

て
く

る
も

の
で
あ

る
こ
と

が
明

か
と

な

っ
た

の
で
あ

る
。
こ
れ

に

よ

っ
て
、
先

に
見

た
、
感

性

を
捨

象
し

た
物
自

体

の
立
場

に
と

っ

て

「
不

一
致
対

称
物

」
が
生

じ
た
と

い
う

こ
と

は
、
そ

こ
で
行

わ

れ

て

い
る

の
が
、
実
は

、
決

し

て
感
性

の
捨

象

な
ど

で
は
な

く

、
む

し

ろ
、
感

性
を

地
盤

に
し

た
上

で
よ
り

高
次

の
知
的
操

作

が
加
え

ら

れ

た

こ
と

に
よ

っ
て
生

じ
た

(
し
か
も

、
そ

の
操
作

が
隠
蔽

さ

れ
た
)

も

の

で
あ

っ
た

こ
と

が

了
解

さ
れ

よ
う

。

こ
う

し

て
、
「
不

一
致
対

称
物
」
は

そ
れ
自
体

と

し

て
存

立
す

る
事
象

で
は

な
く
構
成

さ
れ
た

も

の
で
あ

り
、
し
か
も

カ

ン
ト

は

こ
の

よ
う

な
構
成

そ

の
も

の
と
そ

の
構

成
と

し

て

の

(
つ
ま
り

、
「
そ

れ
自
体

」
で
は

な

い
も

の
と

し

て

の
)

自
覚

と

が
可

能

で
あ

る
よ
う

な
我

々

の
経
験

の
あ

り

方
を

「
不

一
致

対
称

物

」
に
焦

点
を

合

わ
せ

る

こ
と

に
よ

っ
て
主

題
化

し

よ
う

と

し

て

い
た

の

で
あ

る
。
「
現
象

」
な

い
し

「
超
越

論

的
観
念

性
」
と

い
う

概
念

は

、
上

に
解
明

さ

れ
た

と

こ
ろ

の
ス

タ
テ

ィ

ッ
ク

な

「
物
自

体

」
と

の
対
質

に
よ

っ
て
成

立
し

て

い
る
概
念

で
あ
り

、

従

っ
て
、
そ

の
核

心

に
お

い
て
、
実

は

こ

の
よ
う

な
経

験

の
動
的

な
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あ
り

方
を

こ
そ
指

す

概
念

に
他

な
ら
な

い
。
つ
ま

り
、
上
述

し

た
よ

う
な

「
不

一
致
対

称
物

」
は

こ

の
よ
う

な

「
経

験
」
の
う

ち

で
の
み

発
現

し

、
ま
た

そ

の
発

現
が

同
時

に
裏

面

で
は
す

で

に
解
決

・
解

消

で
あ

る
と

い
う
在

り
方

を

し
た
事
象

で
あ

っ
て
、
そ

れ

ゆ
え

に
そ
れ

を
深

く
考

察
す

る

こ
と

が
直

ち

に
我

々

の

「
経
験
」
そ

の
も

の
に

つ

い
て

の
核

心
的
洞

察

を
与

え

る

の

で
あ

る
。

こ

れ
が

「
認

識

の
仕

方
」
に
係

わ

る
超
越

論

哲
学

を
標

榜
す

る

カ

ン
ト
に
と

っ
て

「
不

一

致

対
称

物
」
が
極

め

て
重

要
な
意

義
を

も

っ
た

所
以

な

の
で
あ

る

。

「
不

一
致

対

称
物

」

は

「
現
象

を

物

自
体

と

し

て
取

る
」

こ
と

に

よ

っ
て
生

ず

る

矛
盾

を

、

「
物

自
体

」

と

い
う

仮
象

の
真

相

を

認

識
主

体

の
所
為

に
還

元
す

る
こ
と

に
よ

っ
て
解
決
す

る
と

い
う

点

に

お

い
て
、

「
純
粋

理
性

批

判
」

第

二
版

序

文

の

「
思
考

法

の
革
命

」

に
対
応

し

、
剰
え

ア

ン
チ

ノ

ミ
ー
と

そ

の
批
判

的
解

決

に
呼

応

し

、

以

っ
て
カ

ン
ト

哲
学

の
核

心

を

如
実

に
示
す
問

題

だ

っ
た

の
で
あ

(四
)

る

。
4

「
可
能
的
経
験
」
の
形
而
上
学

以
上

で

「
不

一
致

対
称

物

」
を
例

と

し

て
我

々
が

見
た

こ
と

は
、

カ

ン
ト
解
釈

の
た
め

に
必
要

な

の
は

、
い
わ
ば

、
重
層

化

さ

れ
た

経

験

概
念

で
あ
り

、
こ
れ
は
通

常

カ

ン
ト

の
根

本
概
念

を
成

す
と
考

え

ら

れ

て
い
る
超
越
論

的
観

念
論

の
諸
概
念

が
挙
げ

て
そ

の
確
定

の
た

め

に

こ
そ
鋳

造
さ

れ
た
当

の
も

の
と

い
う
位

置
を
占

め
る
と

い
う

こ

と

だ

っ
た

。
「
超

越
論

的
観
念

論

」
の
極
印

を
打

た

れ
た
諸

概
念

は
、

こ

の
新

し

く
発
見

さ

れ
た

「
経
験

」
と

い
う

場

所

の
実

相
を

探
求

す

る
た
め

に
、
そ

の
た

め

に
は
不
適

切

な
在
来

の
形
而

上
学

的
諸

概
念

と

の
緊
張

・
対
立

関

係

の
裡

に
、
そ

れ
ら

を
斥

け

る
と

い
う

言

わ
ば

攻

撃
的

か

つ
暫

定
的

な
目
的

を

一
面
的

に
優

越
さ

せ

て
、
命
名

さ

れ

ま

た
活
用

さ
れ

て

い
る
と

い
う

根
本
性
格

を
忘

れ
ず

に
解
釈

さ
れ
ね

ば

な
ら

な

い
だ

ろ
う

。
我

々
は

そ
れ
ら

に
だ

け
焦
点

を
合

わ
せ

る

の

で
は

な
く

、
む

し

ろ
、
そ

れ
ら

の
過
渡

的

な
性
格

を

踏
ま
え

て
、
そ

れ
ら

の
向

か
う

先
を

、
つ
ま
り

そ
れ
ら

が
も

は

や
役

割
を
終

え

る
地

点

を

こ
そ
視

野

に
収

め
ね
ば

な

ら
な

い
の

で
あ

る

。

そ

の
た

め

に
必

要

で
あ

る

の
は

、
我

々
の
言
う

「
経
験

」
が
カ

ン

ト

の
経

験
概
念

の
不
当

な
拡

張

で
は

な
く

、
カ

ン
ト
哲

学

の
文
脈

に

即

し
た
も

の
で
あ

る

こ
と

の
跡

付

け

で
あ

ろ
う

。
先

に
見

た

よ
う

に
、
感

性

的
空

間
は

そ

の
直
観

の
形

式
と

し

て
、
現

象

の
与
え

ら

れ

る
場
所

と

し
て

の
そ

の
在

り
方

そ

の
も

の
に
お

い
て
、
物
自
体

を
必

カ ン ト哲学 における 「経験 」概念 につい て/14



要
と

し

て

い
た

の

で
あ

り
、
更

に
そ

の
物

自
体

が
直
接

的

な
る
も

の

で
は
な

く
、
媒

介

さ

れ
た
も

の

で
あ

る
こ
と

に
よ

っ
て
、
実

は
、
重

層
的

な
構
造

を
持

つ
も

の
で
あ

っ
た
。
感

性
的
空

間
は

言
わ

ば
自

己

を
自

己

の
契

機
化

し
た

の
で
あ

る
。
し

か
し
感

性
論

に
お

い
て
媒
介

は
表

面
化

せ
ず

、
物

自
体

と

い
う

実
体

化
さ

れ

た
、
静

止
し

た
結
果

と
し

て
だ

け
現

れ

て
い
る
。
つ
ま
り

感
性

論
な

い
し

そ
れ

に
相
当
す

る
局

面

に
お

い
て
は
、
現
象
と

物
自
体

と

が
交
錯

す

る

こ
と

に

よ

っ

て
超
越

論
的

観
念

性
そ

の
も

の
が
構
成

さ
れ

る
場

所

は
、
未

だ
十

分

に
は

主
題

化

さ
れ
得

な

い
。
そ

こ
で
は

、
理

性
が

度
外

視
さ

れ
ね
ば

な
ら

な

か

っ
た

か
ら

で
あ

る

。
副

題

が
示

唆
す

る

よ
う

に
、

我

々

は
、
最

終

的

に
は
理

性
段

階

に
お

い
て

「
世

界
」
概

念
を

導

入
す

る

こ
と

に
よ

っ
て
超
越

論
的
観
念

論

の
最

終

目
的

地
を
目
堵

す
る

こ
と

が

で
き

る
と
考
え

る

の
で
あ

る
が
、
そ

の
た

め

に
は
、
な
お

、
中
間

段

階
を

踏

み
固
め

る
必

要
が
あ

る
。
次

に
考

察

さ
れ
ね

ば
な

ら
な

い

の
は

、
感
性

論

と
弁

証
論

と

の
中

間

に
あ
る
演

繹
論

、
図

式
論

、
及

び
原
則

論

で
あ

る
が

、
本
稿

に
お

い
て
は

、
そ
れ

ら

の
部

門

に
共
通

し

て

い
る
筋

道
を

構
成

す

る
概

念
と

し

て

の

「
可
能

的
経

験
」
と

い

　　
　

う

概
念

を

取
り
上

げ

、
考

察
す

る

こ
と

に
し

た

い
。

我

々
が

「
不

一
致

対
称

物
」
の
検

討

に
お

い
て
見

た

の
は

、
物
自

体

な

る
も

の
が

我

々

の

「
経

験

」
の
外

に
あ

る
の

で
は
な
く

、
む

し

ろ
、
よ
り

適

切

に
は
、
そ

れ
は
全

体
と

し

て

の

(
つ
ま
り

、
認
識

主

体
と

し

て
の
我

々
の

↓
珪

o。
犀
魯

そ

の
も

の
を
も

包
ん
だ

と
こ

ろ

の
)

「
経
験

」
の
う

ち

に
こ
そ
、
そ

の
力
動

性
を

示
す

も

の
と
し

て

《
現

れ
る
》

も

の
だ
と

考
え

ら

れ

る
と

い
う

こ
と

で
あ

っ
た

。
そ

し

て
、

そ

れ
ゆ
え

に
こ
そ
、
経
験

の
枠
組

で
あ

る
時
間

と
空

間
と

に
対
し

て

は

、
そ

の
中

で
成

立
す

る
超

越
論

的
観
念

性
と

い
う
規

定
が

付
与

さ

れ

得
た

の
で
あ

る
。
こ

の
よ
う

な

「
経

験
」
に
対

し

て
超
越

論
的

演

繹
論

以
後

に
お

い
て
ど

の
よ
う

に
彫

琢

が
加
え

ら

れ
て
ゆ
く

か
を

み

る

の
が

我

々
の
次

の
課

題

で
あ

る
。
そ
れ

が
、
「
可
能
的

経
験

」
と

い
う

概
念

の
成

立

と
展

開

に
他
な

ら
な

い
。

「純

粋

理
性

批
判

」

に
お

い
て

「
可
能

的
経
験

」
は

む
し

ろ
唐

突

な
仕

方

で
使

わ

れ
始

め
て

い
る

。
特

に
第

一
版

で
は
、
超

越

論
的

感

性
論

に

は
全

く

現
れ

ず
、

演

繹
論

の
第

十

三
節

に

な

っ
て
初

め

て

「
あ

ら

ゆ
る

可
能

的
経
験

の
限
界

」
(>
o。
り
11
匂σ
旨

ご
と

い
う

フ
レ
ー
ズ

と

し

て
現

れ
て
く

る

。
そ

れ
以
前

に
は

た
だ

序
文

で
、
「
あ

ら

ゆ
る

経
験

の
限

界
を

越
え

る
」
(〉
≦

一ご
と

い
う
表

現

が
あ

る
だ

け

で
あ

る

。
序
文

の
表

現

が

い
わ
ば
常

識

的

に
理
解

さ

れ
る

の
に
対

し

て
、

演

繹
論

は
文
脈
と

し

て
は

ほ
ぼ
同

じ
だ
と
判
断

さ
れ

る
個

所

で
あ

る
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だ
け

に
、
「
可
能

的
」
と

い
う

形
容

詞

の
付
加

は
、
超
越

論

的
感
性

論

の
成

果
が

そ

こ
に
込

め
ら

れ

て
い
る
結
果

と

考
え

ら
れ

る

(第

二

版

で
は

、
感

性
論

の
結
論

に

「
可
能
的

経
験

の
客

観
」
(切
刈
ω
)
と

し

て
序

論
を

除

く
本
文

内

で
は

初
出
す

る
)
。
そ
し

て
、
特

に
説
明

は

付

さ
れ

て

い
な

い
の

で
あ

る
か

ら
、
こ

こ
で

の

「
可
能

的
」
と
は

、

感
性

論

の
結
果
と

し

て

の
、
対
象
を

物
自

体
と

し

て
で
は

な
く
現
象

と

し

て
受

け
取

れ
、
と

い
う

意
味

で

の
経

験
を

さ
す

ほ

か
は
な

い
だ

ろ
う

。
可
能

的

で
あ

る
経

験
と

は
、
差

し
当

り

、
(物

自
体

で
は
な

く
)
現

象

に

つ

い
て
の
経

験
と

い
う

意
味
を

持

つ
。
そ
し

て
、
こ
う

し

て

一
旦
導

入

さ
れ

た
後

こ

の
概
念

は
、
演

繹

論

お
よ
び

図
式

論
、

原
則
論

に
お

い
て
、
さ
ら

に
は

弁
証
論

に
お

い

て
も

、
極

め

て
重
要

な
役
割

を
与
え

ら

れ

て

い
る
。
こ

れ
は
我

々
が
す

で

に
累
次
論

じ

て

き
た

こ
と

で
あ

る

。
し

か
し
、
こ

こ
で
は

そ

れ
だ
け

で
は
な

く
、
こ

の
概
念

の

「純
粋

理
性
批

判
』
内
部

で

の
展
開

に
注
目
す

る

こ
と

が

必
要

な

の
で
あ

る

。

第

一
版

の
演

繹
論

が

「
可
能
的

経

験
」

に
対

し

て
加
え

た

彫
琢

は

、
そ

れ
が

超
越
論

的
統

覚
と

結

び
付

け
ら

れ

る
こ
と

に

よ

っ
て
、

特

に

「
一
な

る

(。匿
o
)」
と

い
う

規
定
を

更

に
与

え
ら

れ
た

こ
と

で

あ

る

。
そ
し

て
そ
れ
と

と
も

に
、
こ
の
概
念

が
単

に
経

験

の
持

つ

一

つ

の
性

状

(
つ
ま

り

、
現
象

で
あ

る
と

い
う

こ
と

)
を

特
徴

付

け
る

だ

け

に
止

ま
ら

ず
、
或
る
根

源
性

と
そ

れ
自
体

と
し

て
の
内

実
を

有

す

る
、

「純
粋

理
性
批

判
』

の
主

文
脈

に
お
け

る
中
枢

的
存

在
を

指

す

よ
う

に
結
実

し

て
ゆ
く

過
程

が

み
ら

れ
る

こ
と

で
あ

る
。
即

ち
、

「
の
中

(ε

」

「
に
対
す

る

(N唱
)」

「
に
関
し

て

(ヨ

〉
昌
。。o
冨

昌
o。
)」
と

い
う

よ
う

な
語

が

し
ば

し
ば
そ

れ

に
冠
せ
ら

れ
、
上
記

の
語

に
よ

っ

て
表
現

さ
れ
る

が
そ
れ
と

の
間

に
成
立

す
る

こ
と

に

よ

っ
て
初
め

て

先

天

的
綜

合
判

断

や
純
粋

悟
性

概
念

が

「
客
観

と

の
関
係

」
「
客
観

的

実

在
性

」
を

得

る
と

こ
ろ

の
源
泉

と

し

て
、
ま

さ
し

く

「
可
能
性

の
制
約

」
と

見

る

べ
き
超

越
論

的
性
格

を

帯
び

て
立
ち

現

れ

て
く

る

の

で
あ

る
。
言

い
換

え

る
と
、
そ

れ
は

、
通
常

の
意

味

で

の
感
性

的

経

験

と

い
う
概
念

が
決

し
て
果
た
し

得
な

い
役

割
を
担

っ
て
く

る

の

で
あ

る

。

こ
れ

は
、

明
ら

か

に
通

常

の
経
験

と

は

別

の
概
念

で

あ

る

。
し

か
し

、
別

の
概
念

で
あ

る
所
以

は
、
別

の
対
象

を
指

す

か
ら

で

は
な

く

て
、
む

し

ろ
、
経
験

と

い
う

も

の
を
取

り
上

げ

る
視
座

が

「純

粋

理
性
批

判
』

の
進
行

に

よ

っ
て
転

換
さ

れ
、
視
界

が

よ
り

包

括

的
と

な

り
概
念

が
立

体
化

さ

れ
た

こ
と

に
基

づ

い
て

い
る
。
「
先

天
的

綜
合

判
断

は

い
か

に
し

て
可
能

か
」
と

い
う
問

い
に
答
え

よ
う

と

す
る

「純
粋

理
性
批

判
」

の
目
的

は
単

な
る
経
験

を

「
一
な

る
可
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能

的
経

験

(o
言
o
日
O
¢。
ぎ

げ
o
国
罵
島

旨
昌
o。
)」

と
し

て
明

ら

か
に
す

る

こ
と

に
よ

っ
て
果
た

さ
れ

る
の
で
あ

る

両
者

の
関
係
は

こ

の
よ

う

に
表

現
す

る

こ
と

が

で
き

よ
う

。

我

々
は

、
こ

こ

に
、
当
初

は
単

に
物

自
体

で
は

な
く

現
象
と

し

て

の

(従

っ
て
、
我

々
に
と

っ
て
可
能

な
)
経

験
と

い
う

い
わ

ば
消

極

的

な
形
態

に
お

い
て
現
れ
た

「
一
な

る
可
能

的
経

験
」
が
、
顕

然

と

積
極
的

な
意

味

を
持

つ
よ
う

に

な

っ
て
き

た

こ
と
を
見

い
だ

す
。
そ

こ
で
次

に
、

「
一
な
る
」

と

い
う

規
定

の
付

加

に
よ

っ
て
、

「
可
能

的

」

の
ほ
う

に
対

し

て
生

じ

て
き

た

展
開

を
見

な

け

れ
ば
な

ら

な

い
。
超
越
論

的
演

繹
論

で
の
超
越
論

的
統
覚

と

の
関

係
付
け

に

よ

っ

て
だ
け

で
は

、
未

だ

「
可
能

性
」
の
側

面

が
十
分

に
解

明

さ
れ
た

と

は

言
え

な

い
か
ら

で
あ

る

。
と

こ

ろ
が
、
カ
ン
ト

に
お

い
て
は
、
可

能
性

は

三
様

相

の
う
ち

の

一
つ
で
も
あ

り
、
そ

の
意
味

で

の
可
能
性

は

「
経
験

的

思
考

一
般

の
公

準
」
と
し

て
原
則

論

に

お

い
て
定

義

さ

れ

て

い
る

(〉
彗
。。
11
切
ま
い
)。
従
来

「
一
な

る

可
能

的

経
験

」
も

ま

た

こ

の
様

相

の

一
つ
と

し

て

の
可
能

性

の
公

準

か
ら

理
解

さ

れ

て
き

た

。
し
か

し

こ
れ
は

、
「
(直

観

及
び
概
念

に
関
し

て
)
経

験

一
般

の

形
式

的
諸

制
約

と

合
致
す

る
も

の
は
、
可
能
的

で
あ

る
」
と

い
う

文

面

か
ら
も

明

ら

か
な

よ
う

に
、
経

験

の
対
象

に
関
す

る

可
能

性

で

あ

っ
て
、

《
経

験

そ

の
も

の
》

に

つ

い
て
言

わ

れ
た
も

の

で
は
な

い
。
従

っ
て
、
「
可
能

的
経

験
」
、
ま

し

て

「
一
な

る
可
能

的
経

験
」

に
お

け
る

可
能

性

は
こ

の
意
味

の
可
能

性

で
は
あ
り

得

な

い
。
そ
れ

ど
こ

ろ
か
、
実

際

に
公
準

に
関
す

る
証
明

を
検

討
す

れ
ば
明

ら

か
な

よ
う

に
、
可
能

性
を
含

め

て

三
様

相
が

証
明

さ
れ

る
と
き

の
前

提
と

さ
れ

て
い
る
も

の

こ
そ

「
一
な

る
可
能

的
経

験
」
な

の

で
あ

る
。
カ

ン
ト

は
、

「
こ

れ
ら

[様
相

の
原
則

]

が
、
単

に
論

理
的

な
意

味

の

み
を
も

ち
、
思
考

の
形
式
を

分
析
的

に
表

現
す

る
だ

け

で
あ

る
べ
き

で
な

く
、
物

と

そ

の
可
能
性

、
現

実
性

、
必

然
性

に
係

わ

る

べ
き

で

あ

る

の
な
ら

、
そ

れ
ら
は

可
能

的
経

験
と

そ

の
綜
合
的

統

一
に
赴

か

ね

ば

な
ら

な

い
。
そ

こ

で
の
み
、
認
識

の
対

象
は

与
え

ら

れ

る
の

で

あ

る
」

(〉
目

0
11
bコ
悼
ひ
ご

と

明

言
し

て

い
る
。

そ

れ
で
は

、
我

々
は
ど

こ

に

「
一
な

る

可
能
的

経

験
」
そ

の
も

の

に
お

け
る

「
可
能

性
」

の
意

味

の
解
明

を
求

め
ら

れ

る
だ

ろ
う

か

。

そ
れ

は
、
「
一
な
る

可
能
的

経
験
」
そ

の
も

の

の
根
源

性
を

確
保

す

る
こ
と

と

し

て
実

現

さ
れ

る
他

は
な

い
で
あ

ろ
う

。
そ

し

て
、
カ

ン

ト

の
経
験

概
念

が

こ
こ

へ
と

展
開
す

る

の
で
あ

る
な

ら
ば

、
先

に
見

た
意

味

で

の
、
超
越
論

的
観
念

性

が
そ

こ
で
構
成

さ

れ

る
場

所
と

し

て

の

「
経
験

」
、

つ
ま

り
感

性
論

に
お

い
て
は
単

に
そ

の
結

果

だ
け
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が
平
面

に
投
影

さ

れ

て
現

れ
る

に
過
ぎ

な

か

っ
た
と

こ

ろ
の
、
《
奥

行

き
》

を
も

っ
た
経

験
概
念

こ
そ
が

「
一
な

る
可
能

的
経

験
」
と

し

て
理
解

さ
れ
ね

ば

な
ら

な

い
。
換

言
す

る
と
、
「
一
な

る
可
能

的
経

験

」

は

そ

の
可
能

性
と

い
う

様

相

に
お

い
て
、
先

に
見
た

よ
う

な

「
我

々
の

↓
餌
二
D。
犀
9
こ

を

包

ん
だ

経

験
と

し

て
解

さ

れ
ね

ば

な

ら

ず

、
逆

に
ま

た

、
そ

の

よ
う

な
経
験

が

「
一
な

る
可
能

的
経

験
」
と

し

て
そ
の
形
而

上
学

的

ス
テ
イ

タ
ス
を
表
現
さ

れ
た
と
考

え
る

こ
と

が

で
き

る
の

で
あ

る
。

「
一
な

る
可
能

的
経

験
」

に
お
け

る

「
可
能
性

」
に

つ
い
て

の
問

題
は

、
そ

れ
を

不

可
能

性

と

の
対

比

に
お

い
て
か

、
そ

れ
と
も

現
実

性

及
び
必

然
性

と
の
対
比

に
お

い
て
捉
え

る

べ
き
か
と

い
う
こ
と

で

あ
る

。
我

々
の
結
論

を
言

え
ば

、
前

者

は
感
性

論

の
成
果

で
あ
り

、

後
者

が
演
繹
論

以

降

の
課

題
と

な

る
。
現
実
性

及

び
必
然

性

か
ら

い

か

に
し

て
可
能

性
様

相

が
区
別

さ

れ
、
そ

の
根
源

性
を
確

立

さ
れ

る

か
と

い
う

こ
と

が
、
カ

ン
ト
独

自

の
形
而
上

学

に
と

つ
て
の
最
重
要

の
問

題
と

な

る
。
言

い
換

え

る
と

、
前
者

の
意

味

で
可
能

的

で
あ

る

(
つ
ま
り

、
現
象

に

つ

い
て

の
認
識

と
し

て
の
み

可
能

で
あ

る
)
経

験
と

い
う

こ
と

を
形
而
上
学

の
範
疇

で
語

ろ
う

と
し
た
も

の
が
後
者

で
あ

る
。
現
象

の
世
界

に

つ

い
て
の
我

々
の
認
識

を
基
礎

付

け
る
た

め

の
拠
点

と

し

て
は
、
現
実
性

で
も
必

然
性

で
も

な

く
、
可

能
性

が

根

本
範
疇

と

な
ら
ね

ば

な
ら

な

い
。
な

ぜ
な

ら
ば

、
カ

ン
ト

に
と

つ

て
の
最
大

の
論

敵

は

「
ラ
イ

プ

ニ
ッ
ツ
ー

ヴ

ォ
ル

フ
哲

学
」
で
あ

る

が
、
こ

の
哲
学

は

カ

ン
ト

か
ら

見

た
と
き

「
現
象

を
物

自
体

と
し

て

受

け
取

る
」

哲
学

で
あ

り

、

か

つ
現
実

性

を
単

に

「
可
能

性

の
補

完
」
と

し

て
し
か
解

し
得

な

い
立

場

で
あ

っ
た

か
ら

で
あ

る
。
つ
ま

り
、
そ

こ
で
は

可
能

性

は
単

に
現
実

性

の
先
行

形
態
と

し

て
し

か
見

ら

れ

て

い
な

い
。
そ
れ

が
同
時

に
、
「
現
象
を

物

自
体

と
し

て
受

け

取

る
」
こ
と

に
他

な
ら

な

い
以
上

、
可
能

性
様

相

の
根

源
化

こ
そ

が

直
ち

に
現
象
と
物

自
体
と

の
峻

別
と

い
う
超
越

論
哲
学

の
根
本
概
念

　　
　

の
形

而

上
学

の
水

準
に

お
け

る
確

立
と

も

な
る

の
で
あ

る

。

可
能

性

の
可

能
性

と

し

て

の
保

持
は

、

可
能

性

の
現
実

性

及
び

必
然
性

へ
の
転
落
を

防
ぐ
措

置
を
講

じ

て
お

く
こ
と

に
よ

っ
て
果

た

さ

れ

る
。
こ

れ
は

い
か

に
し

て
果
た

さ

れ

る
か
。
こ

の
問
題

を
考
え

る
た

め

の
拠

点
と

な
る

の
が
、
可
能

的
経
験

が
認

識
論

と
形

而
上
学

の
両
方

に
ま
た

が

っ
た
概

念

で
あ

っ
た

こ
と

で
あ

る

。
即

ち

、
可
能

性
を

現
実
性

及
び
必

然
性

へ
の
転
化

か
ら
守

る
と

い
う

こ
と

は
、
現

象

が
物
自

体

へ
と

転
落
す

る
こ
と
を

阻
止
す

る

こ
と
と

一
体
な

の
で

あ

る
。

そ
し

て
、

現
象

の
物

自

体

へ
の
転

化
は

、
先

に
み
た

よ
う
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に
、
対

象
を

例
え

ば

「
純

粋
悟
性

」
と

い
う

よ
う
な

認
識

能
力

を
仮

定

す

る
こ
と

に
よ

っ
て
、
そ
れ

に
対

し

て
全

く
残

る
隈

の
な

い
全
貌

を

現
す

よ
う
な
在
り

方
を

し
て

い
る
も

の
と
考
え

る
こ
と

に
お

い
て

生

じ

た
。
つ
ま
り

、
何

ら

の
暖
昧

性
も

未
定

性

も
残

さ

れ

て

い
な

い

よ
う
な
在

り
方

を
本

来
物

が
し

て

い
る
と
考
え

る
こ
と

が
「
現

象
を

物

自
体

と

し

て
受

け

取
る
」
こ
と

の
根

源

な

の
で
あ

る
。
従

つ
て
、

現
象

の
物

自
体

化
を
遮

断
す

る

こ
と
と

は
、
我

々
の
認
識

の
根

本
的

な

意
味

で
の
未
完

結
性

を
定

礎
す

る

こ
と

で
あ

る
。
つ
ま

り
、
単

に

事

実
と
し

て
我

々
の
認

識
が
不
完
全

な
も

の

で
あ

る
と

い
う

に
止
ま

ら
ず

、
根

源
的

に
そ

の
完
結
化

を

不
断

に
破

却

す

る
よ
う

な
機
構

が

我

々
の
経
験

に
織
り

込

ま

れ

て

い
な

け

れ
ば

な
ら

な

い
。

そ

れ

に

よ

っ
て
、
経
験

の
対
象

に
は

《
背
後
》

が
不

可
分
的

に
纏

綿
し

て

い

る

こ
と

に
な

り
、
従

っ
て
経

験

の
対
象

は
物

自
体

化

し
な

い
。
ま

た

そ

れ

に
よ

っ
て
、
「
現
象

を
物

自
体

と

し

て
受

け

取

る
」
立

場
を

乗

り
越

え

る

こ
と

が

で
き

る

の
で
あ

る
。
ま
さ

に

こ

こ
に
、
先

に
見

た

h
辞

昌

。。
な

物

自
体

の
役
割

が
あ

る

の

で
あ

る

。

つ
ま

り

、
単

に

個

々
の
物

に
即

し

て

で
は
な

く
、
我

々
の

「
経

験

」
そ

の
も

の
に
構

造
的

に
織

り
込

ま

れ

て

い
る

「
物
自

体
」
が

、
我

々
の
経

験

の
対
象

の
物

自
体

化
を

原
理

的

に
阻
止

す

る

の
で
あ

る
。
こ

の
後

者

の

「
物

自
体

」
の
ゆ
え

に
、
我

々

の
経
験

の
対
象

は

正
当

に

「
現
象

」
で
あ

る
と

言

わ
れ

る

の
で
あ

る
。

上

述

の
論

点

を

可

能

性
様

相

に

つ

い

て

の
究

明

に

フ
ィ

ー
ド

バ

ッ
ク
す

る
な
ら

ば
、
可
能
性

の
可
能

性

と
し

て
の
保

持
は
経

験

の

原
理

的

な
非
完

結
性

、

つ
ま
り

、
「
経
験

」

に
内

在
化

さ

れ
た

「物

自
体

」

に
よ

っ
て
担

わ

れ

て

い
る

。

強

い
表

現

を

選

ぶ
な

ら

ば

、

「
物

自
体

」
が

「
経
験

」
そ

の
も

の

で
あ

る

こ
と

に
よ

っ
て
、
「
経

験
」

は

「
一
な
る

可
能
的

経
験

」
と

し

て
成

立
す

る

の
で
あ

る

。
こ
れ
に

よ

っ
て
、
現
象
性

の
形
而

上
学

的
表
現

で
あ

る

可
能
性

は
、

《
経
験
》

そ
の
も

の
の
本
質
を

言

い
現
す

言
葉
と

な

っ
た

の
で
あ

る
。

こ
う

し

て
我

々
は

本
稿

の
最

後

の
論

点

に
達

し
た

。
残

さ

れ
た

問

題
は

、
現
象

性

の
形
而

上
学

的
表

現
が

可
能
性

で
あ

る
と
す

る
な

ら
ば

、
「
物

自
体

」
の
形

而
上

学
的

表
現

は
何

か
と

い
う

こ
と

で
あ

る
。
可
能
性

を

可
能
性

と

し

て
確

保
す

る
た

め

に
は

、
経

験
は

そ

の

う
ち

に
自

己

の
完
結
性
を

否
定

す
る
契
機

を
も

っ
て

い
な

け
れ
ば
な

ら

な

か

っ
た
。
そ

れ
が

「
物

自
体

」
で
あ

る
が
、
こ
の
意

味

で

の
物

自

体

を
、

高

次

の

《
空

間
》

性
と

し

て
捉
え

る

こ
と

に
よ

っ
て
、

我

々
は

カ
ン
ト
哲
学
を
全

体
と

し

て
見
渡

す
場
所

に
近
迫
す

る

こ
と

が

で
き

る

の
で
は

な

い
か
と

考
え

る

。
「
一
な

る

可
能

的
経

験

」
の
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「
中
」
な

る
感
性

的
な
空

間

に
対

し

て
、
コ

な

る

可
能

的

経
験

」
を

「
一
な
る

可
能
的

経
験

」
と
し

て

(
焦
点

的

に
可
能

性
様

相

に
関

し

て
)
保

持

す

る
た
め

に
、

「
一
な

る

可
能

的

経
験

」
そ

の
も

の

に
即

し

て
そ

れ
を
限
定

し

、
常

に
完
結

化

11
物

自
体

化
を
打

破
す

る

「
空

間

」
が

「
一
な

る

可
能

的
経

験

」
自
体

に
よ

つ
て
要

請

さ
れ

る

の
で

あ

る

。
む

し

ろ
、
こ

の
仕

方

で

「
一
な

る

可
能
的

経
験

」
は

「
空

間
」

を

所
有

し

、
ま

た
同
時

に

「
空

間

」
に
属

し

て

い
る
。
我

々
は

、
こ

の
観

点

か
ら
、
さ

か
の
ぼ

っ
て

カ
テ
ゴ

リ
ー

の
図
式

化
と

し

て
の
時

間

の
図
式

化

の
真
意
を

理
解

で
き

、
ま

た
更

に
進

ん
で

《
世
界
》

概

念

の
導

入
を

考
え

る
こ
と

が
で
き

る
の
で

あ

る
。
我

々

に
と

っ
て

の

問

題

の
所
在
を

突
き
止

め
ら

れ
た

こ
と
を

も

っ
て
、
本
稿

は
欄
筆

し

た

い
。

注
(
一
)
「
鏡
像

の
パ

ラ
ド

ッ
ク

ス
」
に
つ

い
て

の
文
献

と

し
て
は
、
<
巴
巨
コo。
9

の

注
釈
書

第

二
巻

の
付
論

(¢
蟄
o。
～
いω
p
)
の
ほ

か
、
次

の
よ
う
な

も

の
が
あ

る
。

9
=
切
砦
oぎ
「層茸

恥
§

靴
ミ

も
鳶
、ミ
ミ
3
も
◎o
一

ζ
ma
昌
O
p己
器
与
署

≧
ミ

寒

帖費

嵜
o霧

q
慧
℃恥己
馬.
一§

特

に
カ

ン
ト

に
は
触

れ
て

い
な

い
も

の
の
、

鏡
像

を
論
じ

て

い
る
の
は

大
森
荘
蔵

「新
知
覚
新
論
」

一
九
八
二
年

熊
倉
徹
雄

「鏡
の
中

の
自
己
」

一
九
八
三
年

(本
書
は
、
精
神
医
学

の
見
地

か
ら

の
鏡
像
論
)

〉
昌9
0昌

N
op
さ

亀忌
丸
畠
§

馬
ミ

冒
一鵠
ひ

新
井
朝
雄

「対
称
性

の
数
理
」

一
九
九
三
年

猶
、
拙
稿

「
カ
ン
ト
に
お
け
る
自
然
学
と
形
而
上
学
」

(井
上
庄
七

・
小
林

道
夫
編

「自
然
観
の
展
開
と
形
而
上
学
」

(
一
九
八
八
年
)
所
収
)
で
も

「不

一
致
対
称
物
」
を
取
り
上
げ
た
。

(二
)

「純
粋
理
性
批
判
」
に
お
け
る

「概
念

(切
。讐
3
」
と
い
う
語
の
特
殊
な

用
法
に
つ
い
て
は
拙
稿

「存
在
論
と
し
て
の

「先
天
的
綜
合
判
断
」
」
(「理
想
」

六
三
五
号

(
一
九
八
七
年
)
所
収
)
を
参
照
。

(三
)
こ
の
表
現
は
注

(
一
)
で
挙
げ
た
熊
倉
徹
雄
氏

の
著
書
か
ら
お
借
り
し

た
。

(四
)
「思
考
法
の
革
命
」
に
関
す
る
拙
稿

「
「純
粋
理
性
批
判
」
に
お
け
る
歴

史

の
問
題
」
(工
藤
他
編

「哲
学
思
索
と
現
実
の
世
界
」
(
一
九
九
四
年
)
所
収
)

の
論
述
を
参
照
。

(五
)
「可
能
的
経
験
」
に
つ
い
て
は
、
拙
稿

「物
自
体
と

「純
粋
理
性
批
判
」

の
方
法
」

(「哲
学
研
究
」
五
四
七
号

(
一
九
八
三
年
)
所
収
)
参
照
。

(六
)
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
ー
ヴ
ォ
ル
フ
哲
学

の

「可
能
性
の
補
完
」
に
つ
い
て
は
、

次

の
文
献
を
参
照
。

〉
弓
o
=
o。。。
≦

号
器
=
ρ
b
鴨、
§
ミ
ご
鷺
逡
ぎ

惣
§

§
隔

9
ミ
忌
ミ
§
§

、
§

§
、§
駐
ξ
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葛
勘§

ミ
q
ミ

一8
刈

ま

た
、
拙
稿

「
カ

ン
ト

の
可
能

性
概
念

」

(福

谷

・
牧

野
編

「批
判
的

形
而

上
学

と

は
な

に
か
」

(
一
九

九
〇
年
)

所
収
)

で
も
論

じ
た
。
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Ober den Begriff der Erfahrung bei Kant

Shigeru FUKUTANI

   Der Begriff Erfahrung gehort ohne Zweifel zu den bedeutsamsten Grundbegriffen 

der kantischen Philosophic. Doch hater innerhalb der Kant-Interpretation im allgememen 

nicht die Beachtung gefunden, die ihm gebuhrt. Will man wissen, welche Wirklichkeit 

Kant mit diesem Begriff begreift, muB man, enter Berucksichtigung des ihm 

vorausgesetzten Verstandnisses, seine Aussagen selbst auf die Sache kin befragen. In 

solchem Sinn wendet der Verfasser seine Aufmerksamkeit dem sogenannten ,Paradoxon 

des inkongruenten Gegenstuckes" zu. Aufgrund cingehender Analyse behauptet er seine 

Grundthese, daB wires bei dem Begriff Erfahrung nicht mit sinnlichen Wahmehmungen, 

sondern mit dem vemunftbezogenen, fief wirkenden Phanomen zu tun haben, fur weiches 

der Begriff der,,moglichen Erfahrung" eine wahrhafte Weiterfuhrung darstellt.

Hegels Lehre von der Korporation 
- Sein Versuch einer korporativen Reform 

   der btirgerlichen Gesellschaft -

Akira HAYASE

   Die vorliegende Abhandlung zielt darauf ab festzustellen, wo die eigentliche Aufgabe 

der Korporationslehre, wie sic Hegel in seinem rechtsphilosophischen Werk von 1820 

durchgefuhrt hat, in Wirklichkeit liegt. Unserer Meinung nach sind so viele interpretative 

Bemuhungen fehlgeschlagen, weil sic Hegels Behandlung des Armutproblems falsch 

interpretieren. Hier wird aber eine bis jetzt vollig vernachlassigte Frage gestellt, namlich 

ob seine korporative Konzeption uberhaupt mit dem Problem des Pauperismus in 

wesentlicher Verbindung stehe. 

   Aufgrund der entwicklungsgeschichtlichen Rekonstruktion von Hegels Erkenntnis 

des Marktmechanismus emerseits, and dessen Vergleich mit den Theorien von Adam 

Smith fiber den Uberseehandel and die Kolonisation andererseits, ist zu verifizieren, 

daB eine soziale MaBnahme gegen die Verarmung nicht im Wesen des Hegelschen 

Konzepts der Korporation liegt. Es scheint uns vielmehr eine Aufgabe der politischen 

Bildung zu sein: die Uberwindung der egoistischen, i.e. der unpolitischen Gesinnung 

des Burgers als homo oeconomicus. Aus dem bourgeois soil der citoyen werden, wozu 

jener aber korporativ organisiert sein will -- dies ist sicker die Grundidee seiner Lehre. 
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