
読

書

人

世

界

か

ら

学

者

共

和

国

制

度

へ

1
理
性

を
制
度

化

し
よ
う

と

し
た

カ
ン
ト

の
試

み
ー

福

田

喜

一

郎

は
じ
め
に

ド

イ

ツ

一
八
世
紀

の
別
名

は

「
啓
蒙

時
代

」
で
あ

る
。
啓

蒙
思

想

を

研
究

す

る
意
義

は
な

に
か

。
そ

れ
は
、
制
約

を
受

け
た
精

神

世
界

が

い
か

な
る
態

度
を
示

し
た

か
を
知

る

こ
と

に
あ

る
。
カ

ン
ト

は
そ

　
こ

の
時
代

を
最
も
端

的

に
生
き

た
哲
学

者

で
あ

り
、
か

つ
時

代
を
超

え

た
原

理
を

私
た

ち

に
提

示
し

て

い
る
。
そ

の

「
啓
蒙

」
と

い
う

タ

ー

ム
は
西

洋
思
想

史

に
お

い
て
最
も
多

義
的

な
概
念

で
あ

る
。
そ
し

て

現
在
議
論

さ
れ

る
に
あ
た
り
悪
名

と
し

て
登
場

す
る

こ
と

が
多

い
に

も
か

か
わ

ら
ず

、
カ

ン
ト

の
啓
蒙

思
想
だ

け
は
少

な
く

と
も

ド
イ

ツ

　ニ
　

に
お

い
て
は
最

終
的

な
支

持
を

得

て

い
る
と
言

わ

れ

て

い
る

。
そ

の

啓

蒙
思

想
を
論

じ

る
際

の
基
本

文
献

で
あ

る

「
啓
蒙

と

は
な

に
か
?

そ

の
問

い
に
対
す

る
答
え

」
が

一
七

八
四
年

に
掲

載

さ
れ
た

『
ベ
ル

リ

ン
月

報
』

は
、
ド

イ

ツ
啓

蒙
を

代
表

す

る
ジ

ャ
ー
ナ

ル

で
あ
り
、

い
わ

ゆ

る

一
八
世

紀

ド
イ

ツ
の

「
読

書
人

世
界

(い
2
臼
≦
o
ε
」
を
形

成

す

る

一
翼

を
担

っ
て

い
た
。

カ

ン
ト

に
は

『
ベ

ル
リ

ン
月
報
』
に
見

ら

れ
る

よ
う

な
新

し

い
雑

誌

メ
デ

ィ
ア

の
流

行
と

は
別

に
、
啓

蒙

思
想

と
絡

み
合
う

も
う

一
つ

別

の
文
脈

が
あ

っ
た

。
論

文

「
啓

蒙
と

は

な

に
か
」
で
は
自

ら

の
時

代
を

「
啓
蒙

の
時

代
」
と
名

付
け

る
だ

け

で
な
く

(た

だ
し

、
や
が

て
啓

蒙

の
次

の
時

代

が

到
来

す

る
と

考
え

ら
れ

て

い
る

の
で

は
な
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い
)
、
「
フ
リ

ー
ド
リ

ヒ

の
世

紀
」
と

も
称

し

て

い
る

2
日
ム
O
)。
そ

れ
は
歴
史
的

に
は
封
建

国
家

の
最
終

形
態

で
あ

る
絶
対
主
義

の
時
代

で
あ

っ
た
。
ド
イ

ツ
の
大
学

に
共
通

す

る
領

邦
大

学

の
性

格
を
も

つ

ケ
ー

ニ
ヒ

ス
ベ
ル

ク
大

学

に
奉

職
す

る

カ
ン
ト

に
と

っ
て
、
国
家

は

「
市
民

(bu
母
oq
臼
』
昼

三
ω
。
7
9

0。
ロ
ε
。
寄
こ

か

つ
プ

ロ
フ

ェ
ッ
サ

ー
と

し
て

の
カ

ン
ト

の
パ
ト

ロ
ン
で
あ
り

、
当
初

は
彼

の
哲
学

的
営
為

の

敵

対
者

で
は
な
か

っ
た

(カ

ン
ト

が

『純

粋

理
性
批

判
』
を
文
部

大

臣

の

ツ

ェ
ド

リ

ッ
ツ
に
献

呈

し
た

例
を

見
よ
)
。

し

か
し

な
が
ら

、

一
七
九

四
年

に
下

さ
れ

た
勅
令

は
、
「
読
書

人

世

界
」
に
積
極

的

に
参

画
し

て

い
た

カ

ン
ト

に
深

刻
な
影

響
を
与

え

ざ

る
を

得

な
か

っ
た
。

カ

ン
ト

の
筆

禍

事
件

と
、

『学

部

の
争

い
』

(
一
七
九

八
)
で
展

開

さ
れ

て

い
る
大

学
論

と

が
密

接
な

関
係

に
あ

る
こ
と

は

、

い
ま

さ
ら

言
う
ま

で
も
な

い
。
「
読
書

人

世
界
」

の
成

員

は

い
わ

ゆ

る

「
世
界
市

民

」

の
立
場

で
あ

り
、

一
人

の

「
人

間

(ζ
窪

。。。
『
ご

で
あ

っ
た

が
、

大
学

の
学

部

に

お

い
て
形
成

さ

れ

る

「
学
者

共

同
体

(匿

。・
σQ
9
。
『
二
〇
αq
。
目
。
ヨ
。
≦
。
ω
窪
)」

の
成

員

は
制
度

(一昌
しo口
一崔
二
〇
昌
O
昌
)
の
中
に
保

護

さ
れ
な

が
ら

「
公
的

に
」

発
言

す

る

「
市

民
」

で
あ

る

。
言

い
換
え

れ
ば

、
大

学

の
学
者

は
制

度
化

さ

れ

た
理

性
と
見

な
す

こ
と
が

で
き

る
。

本
稿

は

、
カ

ン
ト

の
論

文

「
啓

蒙
と

は

な
に

か
」
と

『学

部

の
争

い
』
と

い
う

異

な

っ
た

時
期

に
書

か
れ

た
著
作

を
、
「
読
書

人

世
界

」

か
ら

「
学
者

共

和
国
」
の
形

成

へ
の
動

き
と

し

て
読
も

う
と

い
う

試

み
で
あ

る
。
そ
こ
か

ら
高
等

教
育
機

関

で
あ

る
大

学
問

題
を

基
本

か

ら
考
え

直
す

方
向

性
が

示

さ
れ

る
で
あ

ろ
う

。

一

ケ

ー

ニ

ヒ

ス

ベ

ル

ク

と

ベ

ル

リ

ン

カ

ン
ト
が
生

涯
を

過
ご

し
た
ケ

ー

ニ
ヒ

ス
ベ
ル

ク

(現

カ
リ

ー

ニ

ン
グ

ラ
ー

ド
)
は
当
時

の
ド

イ

ツ

の
東

北
僻

地

に
位

置

し

て

い
た

。

啓

蒙
主
義

の
拠
点

で
あ

る

ベ
ル
リ

ン
の
人

口
が
カ

ン
ト
が
生
ま

れ
た

一
七

二
四
年

に
二
万

五
千
人

で
あ

っ
た

の
に
対

し

て
、
ケ
ー

ニ
ヒ
ス

　ニ

ベ
ル
ク
は
人

口
四
万

人
を
誇

る
国

際
的

大
港

湾
都

市

で
あ

っ
た
。
カ

ン
ト

は
ケ

1

ニ
ヒ

ス
ベ

ル
ク
を
次

の
よ

う

に
描

い
て

い
る

。
「
一
国

の
中
心

を

な
す
大

都
市

で
、
そ

こ
に
は

国

の
政
府

諸
機

関

が
あ
り

、

大

学

が
あ

り
、
さ
ら

に
海
外
貿

易

の
要

衝
を

占

め
、
内

陸

か
ら

の
河

川
を
も

通
じ

て
、
さ
ま
ざ
ま

の
言

語

や
風

習
を

も

つ
遠

近

の
国

々
と

交
易

す

る

の
に
便

利
で
あ

る
よ
う
な

都
市

」
(≦

H山
巴

-
お
P
)。

ケ

ー

ニ
ヒ

ス
ベ
ル
ク
が
特

に
栄
え

る
よ
う

に
な

っ
た

の
は
七

年
戦
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争

(
一
七

五
六

～
六

三
)
に
よ

る

ロ
シ

ア
の
占
領

時

で
、
ロ
シ

ア
人

将
校

が
大
学

の
行
事

に
参

加
す

る
こ
と

で
大

学

の
社
会
的

地
位
も

上

が
る

こ
と

に
な

っ
た

。
一
八

世
紀

半
ば

に

は
劇

場

が
作

ら
れ
、
書
籍

販

売
者

、
出
版

業
者

、
週
刊

誌
、
新

聞
が

生
ま

れ
る

。

一
七

五
九

年

に
は

ハ
ー

マ
ン
が
戻

っ
て
き

た
り

、
一
七
六

二
年

に

は

ヘ
ル
ダ
ー

が

カ

ン
ト

の
学
生

と
な

っ
た
り

し
た

。
ヘ
ル
ダ

ー
な
ど

は
初

め

て
ケ

ー

ニ
ヒ
ス

ベ
ル

ク

の
土

地

を
踏

む
と

、

そ

の
大

都

会

ぶ
り

に
驚
嘆

し

　　
　

た
。確

か

に
、

ケ
ー

ニ
ヒ

ス
ベ

ル
ク
は
東

西

の
要

衝
地

で
も

あ

っ
た

が
、
啓
蒙

思
想

と

い
う

運
動

に

目
を

移
す

と
き

そ

の
文

化
的
活

気

は

か
な

り
見
劣

り

し

て

い
る

と
言

わ
ざ

る
を
え

な

い
。
ま
ず

「
啓

蒙

君

主

」
と

も

言
わ

れ
た

フ
リ

ー
ド

リ

ヒ
ニ
世

(
一
七

一
二
～
八

六
)
の

ケ

ー

ニ
ヒ

ス
ベ
ル

ク
に
関

す

る
発
言
を

見

て
み
よ
う

。
「
こ
の
土

地

に
は

馬

が
た
く

さ

ん

い
て
、
建
物

は
す

ば

ら
し
く

人

口
も
多

い
が

、

も

の
ご
と

を
考

え

さ
せ

る
存

在

は
何

も
な

い
。

こ
こ

に
長
く

い
れ

ば
、

有
し

て

い
る
か
も

し

れ
な

い
僅

か

の
健

全
な

理
性

も
き

っ
と

失

つ
て
し
ま
う

だ

ろ
う

。
こ

こ
に

い
る
く
ら

い
な
ら

死
ん

で
し
ま

つ

た
方

が

い
い
」
「
こ
こ

で
は
精
神

の
上

に
物

質

が
支
配

し

て

い
る
よ

う

に
感

じ

る
」
「
学

問

現
場

に
仕
え

る
よ

り

は
、
熊
を

育

て

て
い
る

方
が

ま
し

だ
」
「
私

が
ま

ち
が

っ
て

い
な

け
れ

ば
、
無

駄

や
退

屈
が

　
　

ケ

ー

ニ
ヒ
ス

ベ
ル

ク
の
守

護
神

で
あ

る
」
。

確

か

に
規
模

と
兵

士

の
数

(
ロ
シ
ア
占
領

時

代

五
千
人

)
で
は
た

い

へ
ん
な
都
会

で
あ

っ
た
が
、
カ

ン
ト

が

二
度

に
わ

た

っ
て
称
賛

し

　　
ハ
ソ

て

い
る

フ
リ

ー
ド

リ
ヒ
大

王

に
と

っ
て
、
否

、
そ
れ
だ

け

で
な

く

一

般
的

に
も
、
ケ
ー

ニ
ヒ
ス
ベ

ル
ク
は

ベ
ル
リ

ン
と
比

較

さ
れ
た
場

合

そ

の
文

化
的
後

進
性

は
否

め
な

い
。
外

国
か

ら

の
情
報

の
伝

達
も

遅

か

っ
た
。
カ

ン
ト
自

身

の
著

作

は
啓
蒙
主

義

の
最
果

て

の
地

で
出

版

さ

れ

て
い
た

に
す

ぎ

な

い
の

で
あ

る

。

そ

こ
で
カ

ン
ト

が
最
も
内
容
豊

か
な
文

通
を
行

っ
た
相
手

は

ラ
ン

ベ
ル
ト

(
一
七

二
八

～

一
七

七
七
)
、

ヘ
ル

ツ

(
一
七

四

七
ー

}
八

〇
三
)
、
メ

ン
デ

ル
ス
ゾ

ー

ン

(
一
七

二
九

～

一
七
八

六
)
な
ど

の

ベ
ル
リ

ン
学
術

ア
カ
デ

ミ
ー

の
関

係
者

で
あ

っ
た
。
ち

な

み
に

ケ
ー

ニ
ヒ
ス
ベ

ル
ク
大
学

は

一
七
世
紀

以
来

ア
リ
ス
ト

テ
レ

ス
主
義

の
大

学

で
あ

っ
た

施
、
一
八
世

紀
中
葉

に
は

そ
れ

に
対

抗
す

る
ピ

エ
テ

イ

ス
ト

か

つ
ヴ

ォ
ル

フ
主
義
者

で
あ

っ
た

シ

ュ
ル

ツ

(
一
六
九

二
ー

一

　　
　

七

六
三
)
が
神

学
部

教
授

に
着
任

す

る
と

い
う

状

況

で
あ

つ
た
。
そ

う
し

た
状
況

下

で
、
カ

ン
ト
は

ケ
ー

ニ
ヒ

ス
ベ
ル

ク
の
現
実

を
よ

そ

に
遥

か
遠
く

の
都

ベ

ル
リ

ン
に
熱

い
思

い
を
馳

せ

て

い
た
と
推

測
で
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き

る
。
一
七
八

六
年

に

ベ
ル
リ

ン
学

術

ア
カ
デ

ミ
ー

の
会

員

に
選
ば

れ
る

と
、

さ

っ
そ

く

翌
年

の

『純

粋

理
性

批

判

』

第

二
版

で
は

、

ケ
ー

ニ
ヒ

ス
ベ
ル
ク
大
学

プ

ロ
フ

ェ
ッ
サ
ー
と

い
う
称

号

に
加
え

て

「
ベ

ル

リ

ン

王

立

学

術

ア

カ

デ

ミ

ー

会

員

(
ζ

油
一
〇q
=

。
住

自
費

困
α
巳
。e
ド
諺
冨

号
巳

o
住
巽

芝
一ω
。。。
霧
o
冨
h
8
p
ぎ

bご
o
島
昌
)」
と
記

し

て

い
る

。
そ
れ

は
第

一
版

(
一
七

八

一
)
と

同
様

に
、
ケ

ー

ニ
ヒ

ス
ベ

ル
ク
と

文
化

的
交

流

の
あ

る
、
し
か
し
ま

た
辺

境

の
地

で
も

あ

っ
た

リ
ガ

市

で
出
版

さ

れ
た

の
で
あ

っ
た

。

実

は
、
カ

ン
ト

と

ベ
ル
リ

ン
と

の
関
係

は

一
七

六
三
年

の

ベ
ル
リ

ン
学
術

ア
カ
デ

ミ
ー

の
懸

賞
論

文
に
遡

る
。
彼
は
懸
賞

論
文

テ
ー

マ

に
即

し

て

「
自

然
神

学
と

道
徳

学
と

の
原

理

の
判
明
性

の
吟

味

」
と

い
う

論
文

を

提
出

し
、
次

点
と

な

っ
て
翌
年

に
出
版

さ

れ

て

い
る
。

テ
ー

マ
は
ヴ

ォ
ル
フ
主
義

に
関
す

る
信
仰
告
白
と

も
解
し
う

る
性
格

の
も

の
で
あ

る
が
、
そ
れ
と

同
時

に

ベ
ル
リ

ン

へ
の
関
わ

り

お
よ
び

啓
蒙

思
想

へ
の
最
初

の

コ
ミ

ッ
ト

メ

ン
ト
と

も
見

な
し
う

る
。
と

い

う

の
は
、
懸

賞
論

文
と

い
う

や
り
方

自
体

が
、
今

日

の
も

の
と

は
異

な
り
す

で

に
啓

蒙
的
営

み
だ

か

ら
で
あ

る
。
懸
賞

論
文

と

い
う

形
態

の
思

想
的

意
義

は
、
誰

も

が
理
性

に
あ

ず
か

る

こ
と

が

で
き

、
私

た

ち
は

そ
こ

に
お

い
て
自
然

に
備

わ

っ
た
精

神
能
力
を

開
花
さ

せ
れ
ば

　ぬ
　

よ

い
と

い
う
考

え

に
基

づ

い
て

い
た

。

ベ

ル
リ

ン

へ
の
独
特

の
憧

憬
を

示
す

記

述
は
他

に
も

あ
る

。
カ

ン

ト

は

一
七

八
四
年

の

一
二
月

に
ビ
ー

ス
タ

ー
に
対
し

て
次

の
よ
う

に

書

い
て

い
る
。
「
読

者

鳥
呂

葵

口
巳
)
が
解

決

し

て
ほ
し

い
と

思

っ
て

い
る

の
は

ど
ん

な
問
題

な

の

で
し

ょ
う

か

。
ま
も

な
く

私
は

、
世

間

一
般

の
人

の
趣

味

に
探

り
を

入

れ

る
た

め

に
、

こ
れ
ま

で
と

は

異

な

っ
た

二

つ
の
領
域

へ
と

そ
れ

て

ゆ
き
ま

す
。
私
は

い
つ
も

い
ろ

い

ろ
な

こ
と
を

じ

っ
く

り
と

考
え

て

い
ま
す

の
で
、
材

料

の
不
足

は
あ

り
ま

せ

ん

」
(H
8
目
β。
…

。
一
囚
き

房

乏
o
鼻

o
げ
。
雷
霧

。。
。
。q
.
団
3

陰

O
β。
。。。。ぎ

H
・
bd
E
×
ゆ
。。
』

ひ
O
)。

つ
ま

り

カ

ン
ト

は
啓
蒙

思
想

の
僻

地

に

い
な

が

ら
、
啓

蒙

の

メ

ッ
カ

で
あ

る

ベ

ル
リ

ン

の
流
行

思
想

を

追

っ
て

い
る
の

で
あ

る
。
そ

れ

に
し

て
も

、
カ

ン
ト

は
自

信

た

っ
ぷ

り

の
口
調
だ

。

一
七

八
七
年

の

一
二
月

に
カ

ー

ル

・
レ
オ

ン

ハ
ル
ト

・
ラ
イ

ン
ホ

ル
ト

(
イ

ェ
ー

ナ
大

学

教
授

)
に
宛

て

た
手
紙

な

ど

で
は
、
今

度

は

学

者
世

界

へ
の
思

い
を

記

し

て

い
る
。
「
も

し
あ

な
た

の
お

時
間

が

許

す
な

ら

、
と
き

お
り

学
者

世

界

(α
冨

O
。
一〇
ぼ
8
早
乏

。
ε

か
ら

の

新

し

い
情

報
を
幾
ば

く
か
お
知

ら
せ

願

っ
て
も
よ

ろ
し

い
で
し

ょ
う

か
。
私
た

ち

は
こ
ち

ら

で
は
、
そ

の
世

界
か

ら

か
な
り

隔

た

っ
た
所
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に
お
り

ま
す

。
こ
ち
ら

の
世

界

に
は
、
政

治
的

世
界

と
ま

っ
た
く

同

じ

よ
う

に
戦
争

や
同
盟

や
陰

謀
等

が
あ
り

ま
す

。
確

か
に
私

は
そ

の

活

動

に
参
与

で
き

ま

せ
ん
し

、
参
与

し

た
く
も

あ
り

ま
せ

ん

。
し

か

し

、
そ
れ

ら

に

つ
い
て
何

か
を
知

る

こ
と

は
楽
し

い
も

の
で
、
有

益

な
方

向

性

を

与

え

て
く

れ

る

こ
と

も

あ

り

ま

す
」

(
一日
目
螢
自

巴

丙
き

房
乏
①
美
o
冨

冨
塁
¢。
o
αq
.
団
∋
。。一
〇
器
。・
冒
o
『.
ゆ
巳

×

り
ω
。
ω
轟
甑
)。

こ
こ

で
言
わ

れ

て

い
る

「
学
者

世

界
」
は
、
「
私

は

気
だ

て
か

ら

し

て
学

者

(閃
〔響肖
o昏O
『
O
円)
だ

」
穣
×
-奪

)
と

カ

ン
ト

が
書

い
て

い
る
有

名

な

箇
所

に
お

け

る

「
学
者

]
と

は
些

か
意

味

が
異

な
る
と

思
わ

れ

る
。
当

時

の
語

法
と

し

て
は
、
「
学
者

((}O
一〇犀
門【O「)」

と

い
う

タ

ー

ム
は
、

理
性

的

レ
ヴ

ェ
ル
で

感
。。o
昌
巳
o
掃
昌
し
な

が
ら

執
筆

活
動

し

て
い
る

一
群

の
人

た
ち
を
指

し

て

い
た
と

解

さ
れ

る
。
少
な

く
と

も

『
ベ

ル
リ

ン
月
報

』

の
編
集

者

も

カ
ン
ト
も

、
そ

の
執

筆
者

た
ち

を

そ

れ
ぞ

れ

の
職

業

に
関
係

な
く

「
学
者

」
と
見

な
し

て

い
た

の
は
事

実
だ

。
編

集
者

の
ビ

ー

ス
タ

ー
が
考

え

る
学
者

の
精
神

は

、
「
私

に

つ

い
て
は
、
モ
ー

ゼ

ス

・
メ

ン
デ

ス
ル
ゾ

ー

ン
と
ベ

ル
リ

ン
が
も

ち

こ
た
え

よ
う

が

倒
れ
よ
う

が
構

い
ま

せ
ん

。
た
だ
真

理
と

理
性

が
著

し

く

危

険

に

晒

さ

れ

る

こ

と

だ

け

を

望

ま

な

い

の

で

す

」

(H
ヨ
目
9。雲

9

内
"
三
。。
≦
o
時
o
げ
o
慈
湧

oQ
o
αq
噛
貯

霧
一
∩
器
。。
冒
o
門■
ゆ
◎
豪

-

。。
Q
O
ひ
)
と

い
う

カ

ン
ト

へ
宛

て
た
手
紙

の

一
節

に
表

さ

れ

て

い
る

。

カ

ン
ト

は

『
ベ
ル

リ

ン
月

報
』
に
は

一
七

八
四
年

以
来

、
全

部

で

「
五
編

も

の
論
文

を
寄

稿

し

て

い
る

。
こ
う

し

た
運

動

は
、
彼

の
批

判

哲
学

の
内

実
と

も
無

関

係

で
は
な

い
が
、
や

は
り

時
代

の
流
行

、

す

な
わ
ち

ジ

ャ
ー
ナ
リ

ス
テ
ィ

ッ
ク
な
運
動

に
遠
く

ケ
ー

ニ
ヒ
ス
ベ

ル
ク
か

ら
参

加

し

て

い
た

と
見

る

べ
き

で
は

な

い
だ

ろ
う

か

。
そ

れ

は
同
時

に

「
読
書

人

世
界

貯
学

者
世

界
」
と

い
う

思
潮

へ
の
参

画

を

意

味

し

て

い
る
。

ベ
ル

リ

ン

へ
の
眼

差
し

は
、
「
読
書

人

世
界

」
へ
の
志
向

で
あ

る
。

啓

蒙
主
義

へ
の
カ
ン
ト

の
関
心

は
け

っ
し

て
低

い
も

の
で
は
な

か

っ

た
が
、
む

し

ろ

こ
の

「
読
書

人
世

界
」

へ
の
参

与

の
附
帯
性
も

し
く

は
そ

の
帰

結

に
す
ぎ

な

か

っ
た

と

理
解
す

べ
き

で
は
な

い
だ

ろ
う

か
。
『
ベ

ル
リ
ン
月
報

』

の
執

筆
者

た
ち

は
確

か

に
当
初

か
ら
啓

蒙

を
強
く

意
識

し

て

い
た

が
、
カ

ン
ト
自
身

の
心
情

の
中

に
は
啓
蒙
主

義
と

い
う

意
識

は
彼

ら

ほ
ど
強
く

は
な
か

っ
た
と
言
う

べ
き

で
あ

ろ

う

。
実

は
、
あ

の

「
啓

蒙
と

は

な

に
か
」
と

い
う

小
論

以
外

の
テ
ク

ス
ト

で
は
、

カ
ン
ト
が
自

ら

を

「
啓

蒙
思

想

家

」

と

エ
ク

ス
プ

リ

シ

ッ
ト

に
見

な

し

て

い
る
箇
所

を

見

い
だ

す

こ

と

は

で
き

な

い
。

「
啓

蒙

の
総
括

者
」
な

ど
と

も
言

わ

れ
る

カ

ン
ト
だ

が
こ

の
事

実
は
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注

意
す

べ
き
だ

。
カ

ン
ト

の
思
想

の
中

に

ベ
ル
リ

ン
的
啓

蒙

や

「
読

書

人
世

界
」

と

い
う

理
念

と
結

び

つ
く

な

に
か

が
あ

っ
た

た

め

に

(後

に
述

べ
る
ω
。ぎ
ω
己
¢
莫

o
ロ
と

い
う
態

度
)
、
そ

の
運
動

に
関
わ

っ

た

の
で
あ

る
。

二

「読
書
人
世
界
」

出
版

に
関

し

て
カ

ン
ト
が

そ

の
次

に

ベ
ル

リ

ン
と

関
わ

る

の
は

「
啓
蒙

と

は
な

に
か
」
で
あ

る
。
彼

は
そ

の
末
尾

に

「
イ

マ
ヌ

エ
ル

・

カ

ン
ト
、
プ

ロ
イ

セ

ン
国

ケ
ー

ニ
ヒ

ス
ベ

ル
ク
、
一
七

八
四
年

九

月

三
〇

日
」
と

記

し

て

い
る
。
カ

ン
ト

は
そ

れ
ま

で
自

分

の
書

い
た

も

の
を

ケ

ー

ニ
ヒ

ス
ベ
ル
ク

か
リ
ガ

で
出

版
し

て

い
る
。
啓
蒙
論
文

は

文

化
的

都
会

ベ
ル
リ

ン

へ
寄

稿
し

た
も

の
で
あ

っ
た
。

『
ベ

ル
リ

ン
月

報
一
は

、
ビ

ー

ス
タ
ー
と

ゲ

ー
デ

ィ
ケ

の
二
人

が

編
集

に
あ

た

っ
て

い
る

。
そ

の
精

神

は
創
刊

号

の
次

の
よ
う

な
情

熱

の
こ
も

っ
た

「
創
刊

の
辞
」
に
読

み
取

る

こ
と

が

で
き

る
。
「
真

理

へ
の
熱

意
、
有
益

な
啓
蒙

の
拡
大

と
人

間
を
堕

落
さ

せ
る
誤

謬

の
追

放

へ
の
愛

、
利

益
あ

る

企
画

の
確

信

」
αじ
カ

ン
ト
も

こ
の
精

神

に
応

え

て

ゆ
く

の
だ

っ
た
。

こ
の

パ
ー

ス
ペ
ク

テ
ィ
ヴ

は
、
通

俗
哲

学
と

ヴ

ォ
ル

フ
的
啓
蒙

に

相
通

じ

る
方
向

性
を

も

っ
て
い
る
。
た
と
え

ば

通
俗
哲

学
者

の
ク
リ

ス
チ
ャ

ン

・ガ

ル
ヴ

ェ
は
思
想

を
よ

り
広

い
公

共
圏

の
中

で
批
判
吟

味
す

べ
き

だ

と

い
う
姿

勢

を
哲

学

の
根

本

に
据
え

て

い
た

の

で
あ

り
、
ヴ

ォ
ル

フ
は
自

己

の
哲
学

を
ド

イ

ツ
語

で
し
か

も
平

易

に
語

る

と

い
う

こ
と

を
使
命

と

し

て
い
た

(そ

の
源

流
は
も

ち

ろ
ん
ト

マ
ジ

ウ

ス
)
。

カ

ン
ト
は
ガ

ル
ヴ

ェ
と

の
往
復
書

簡

の
中

で
自

己

の
哲
学

の
通
俗

化

の
必
要
性

を

認
め

て

い
る
。
し
か

し
実

際

は
カ

ン
ト
は

そ
れ
を

や

ら

な
か

っ
た

。
ガ

ル
ヴ

ェ

へ
の
書
簡

か

ら
読

み
取
れ

る
印
象

で
は
、

カ
ン
ト
は
批
判

哲
学

の
通

俗
化

に
は
真
剣

な
関
心

を
け

っ
し
て
抱

い

て
は

い
な

い
。

少
な

く
と

も

、
著

書

や
論

文

で

は
実
行

し

て

い
な

い
。し

か

し
、
カ

ン
ト
は

、
大
学

に
お
け

る
学

者
集

団

の
枠

を
超
え

て

「
一
般

読
轡

人
」
に
対

し

て
自

己

の
思
想

を
語

る

こ
と
を

、
む

し

ろ

使

命

(ud
。
『ロ
O
と

見
な

し

て

い
る

(≦

肩
い
。。
)
。
す

で
に
述

べ
た

よ
う

に
執
笙

者

は
す

で

に

「
学
者

」
と

見

な
さ

れ
た

。

一
八
世

紀
ド

イ

ツ

で
は
約

一
五
〇
種

の

い
わ
ゆ

る
道

徳
雑
誌

が
発

刊
さ
れ
た

と
言
わ
れ

て

い
る
。
こ
の
種

の
啓
蒙

の
流
行

を

カ

ン
ト

は
無

視
す

る

こ
と
は

で
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き
な

い
。
ビ

ー

ス
タ
ー
と

は
仲

た
が

い
す

る
こ
と

な
く
書

簡

の
や
り

取
り

を
続

け

て

い
た
。

た
だ

し
、
す

で
に
述

べ
た

よ
う

に
カ

ン
ト

が
啓
蒙

そ

の
も

の

に
対

し

て
即

座

に
関
心
を

示

し

て

い
た
わ

け

で
は

な

い
。
ま

た

、
彼

の
啓

蒙
論

文

の
登
場

の
背
景

は
、
カ

ン
ト

の
著
作

を
追

っ
て
ゆ
く
だ

け

で

は

理
解

で
き

な

い
。
そ
の
歴

史
的
背

景

は
、
ノ

ル
ベ

ル
ト

.
ヒ

ン

ス

ケ
に

よ
れ
ば

、
『
ベ
ル
リ

ン
月
報
』

一
七
八

三
年
九

月
号

に
掲
載

さ

　
ニ

　

れ
た
、
非
宗

教
的

な
結

婚
を

指
示

す

る
論
文

で
あ

っ
た

。
匿
名

論

文

だ

が
執

筆
者

は
ビ

ー

ス
タ

ー
だ
と

推
測

さ
れ

る
こ

の
論

文

は
、
た

い

へ
ん
な

物
議

を
か
も

し
た

も

の
で
あ

っ
た

(
批
判
論

文

に
お
け

る
匿

名

形

式

は
当
時

の
習

慣

の

一
つ
)
。
そ
し

て
、
啓

蒙

の
名

の
も

と

で

そ
う

し
た
議

論
が

展
開

さ
れ
た

こ
と

に
対
し

て
、
上
級
宗

教
局

顧
問

官

の

ツ

ェ
ル
ナ
ー

が

「
啓

蒙
と

は
な

に
か

」
と

い
う

問

い
に
対

し

て

真
剣

な

回
答

を
求

め

て
き

た

の
で
あ

る
。
こ

の
問

い
自
体

が
啓

蒙
的

で
あ

る
。
啓
蒙

運
動

が

最
も

栄
え

る
と

同
時

に
、
啓

蒙

の
最
後

の
段

階

に
な

っ
て
初

め

て
啓

蒙

そ
の
も

の
が
問

わ
れ

た

の
も

、
啓

蒙

の
特

徴

で
あ

る
。
ま

さ

に
こ

の
問

い
こ
そ
啓
蒙

の
ア
ル

フ

ァ
で
あ

り

オ
メ

ガ

で
も
あ

つ
た
か

ら
だ

。

そ
し

て

二

つ
の
回
答

が

最
も

有
名

で
あ

る
。

メ

ン
デ

ル

ス
ゾ

ー

ン
の
も

の
と

カ

ン
ト

の
も

の
で
あ

る
。

啓

蒙

の
定

義

は
次

の
と

お
り

だ
。
「
啓

蒙
と

は

人
聞

が
自

ら
招

い

た

未
成

年
状

態
か

ら
脱

す

る

こ
と

で
あ

る
。
未

成
年

状
態

と

は
、
他

者

に
導
か

れ
る

こ
と

な
く
自

分

の
理
性
を
使
う

能
力
を

欠

い
て

い
る

こ
と

で
あ

る
。
こ

の
未

成

年
状

態

の
原

因
が

、
理

性

の
欠
如

で
は
な

く
、
他
者

に
導

か
れ

ず

に
自

分

の
理

性
を

使
う

決
意

や
勇
気

の
欠

如

に
あ

る
場

合
、
こ

の
未
成

年
状

態

は
自

ら
招

い
た
も

の

で
あ

る
。
敢

た

で
賢

か
わ
!
肝

分

の
理

性
を
自

分

で
用

い
る
勇
気

を
も

て
!
と

い

う

の
が

し
た
が

っ
て
啓

蒙

の
標
語

で
あ

る
」
(<
日
-ω
い
)。
こ
う

し

た

主
張

は
、

カ

ン
ト

が
好

ん

で
用

い
た

言
葉

ω
o
ぎ
。。
巳
・
鼻

窪

、

つ
ま

り

「
自
分

で
考

え

る
」
と

い
う
実

践

的
態

度
を

そ

の
核

心

に
お

い
た

も

の

で
あ

る
。

し

か
も

、

そ

れ
を
行

わ

な

い
未

成
年

状
態

の
原

因

は

、
怠
惰

と
臆

病

に
あ

る
と
考
え

ら

れ

て

い
る
。

さ

て
、
カ

ン
ト
は

、
啓

蒙

の
実

現
を
促

進

す
る

も

の
と

し

て

「
自

由

」
を

挙
げ

て

い
る

が
、
そ

の
自
由

を

固
有

の
仕
方

で
二

つ
に
分

け

て

い
る
。
そ

の
区
別

は

し
ば

し
ば
解

釈

者

た
ち
を

困

ら
せ

て
き

た

。

彼

は

、
理
性

の
使
用

法
を

、
「
公

的
使

用

(α
hhO
口
一一一〇
げ
O目
O
Oげ
「9
口
0
7
)」

と

「
私
的

使

用

e
二
く
讐
巽

O
o
訂
髭
o
げ
)」
と

に
分

け

る
。
啓

蒙

を
促

進
す

る

の
は
前

者

で
あ

る
。

理
性
を

公
的

に
使

用

す

る
と

い
う

の

は
、
「
学

者

と

し
て
」
「
読

者
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界

の
全

公
衆

を
前

に

し
て
」
(≦
戸
ω
く
)
理
性
を

使

用
す

る

こ
と

で
あ

る

。
逆

に
私
的

使

用
と

い
う

の
は

、
「
自

分

に
委
託

さ

れ

て

い
る
市

民
的

地
位

も

し
く

は
公

職
」
(<
屠
山
刈
)
に
お

い
て
な
さ

れ

る
使
用

で

あ

る
。
こ

の
使
用

は
制

限
を
受

け

る
。
一
定

の
公
職

に

つ

い
て

い
る

場
合

は
、
そ

の
受

動
的

構
成

員
と

し

て
そ
の
規
律

に
従

わ
な

く

て
は

な

ら
な

い
。
た
と

え
ば

、
カ

ン
ト

の
時

代

の
ケ

ー

ニ
ヒ
ス

ベ

ル
ク

に

は

た
く

さ

ん

の
軍
人

が

い
た
。
そ

こ

で
た
と
え

ば

、
上

官
か

ら
或

る

こ
と
を
命

じ
ら
れ

て

い
る
将
校

が
勤

務
中

に
こ

の
命
令

が
合
法

的
か

否

か
を
声

に
出

し

て
議
論
す

る
な

ら
ば
、
そ

れ
は
非
常

に
危

険

な

こ

と

に
な

り

、
彼

は
む

し

ろ
そ

の
命

令

に
従
わ

な
け

れ
ば

な
ら

な

い
。

ま

た
市
民

は
租
税

の
シ

ス
テ
ム
に

つ

い
て
議

論
を
し

な
が
ら

そ

の
納

付

を
拒

否

す
る

こ
と

は

で
き

な

い
わ
け

で
あ

る

。

し

か
し

な
が

ら

こ

の
同
じ

将
校

な
り

市
民

が

、
「
学
者

と

し

て
」

命

令

の
有

効
性

な
り
租
税

シ
ス

テ
ム
の
合

法
性
を
議

論
す

る
こ
と

は

妨

げ

ら

れ
て
は

な
ら

な

い
、
と

い
う

の
が

カ

ン
ト

の
主

張

で
あ

る
。

こ

れ
が
理
性

の
公
的

使

用
と

い
う

こ
と

で
、
言

い
換

え

れ
ば
自

説
を

公
表

す

る
自
由

で
あ

る
。
カ

ン
ト

は

「
語

る
自
由

」
と

い
う

よ
り

は

も

つ
ば

ら

「
書

く

自
由
」
を
念

頭

に
お

い

て
い
る
が

、
こ
れ

は
む

し

ろ
当

時

の

一
般

的

な
考
え

で
あ

っ
た
。

ま

た
、
「
学
者

」
が
理

性

の
公
的

使

用

の

メ
ル

ク

マ
ー

ル

に
な

っ

て

い
る

こ
と

が
、
比
較

的
容

易

に
受

け
入

れ
ら

れ
た

こ
と
も

注
意

し

た

い
。

た
と

え

ば

、

す

で
に

ト

マ
ジ

ウ

ス
が
、

「
私

人

(牢

ぞ

碧
-

℃
2
。・
o
己
」

が

「
学

者

」

に
な

る

の
に

必
要

な
学

問
と

し

て
、
実

践

的

な
論

理
学

、
修
辞

の
学
、
哲
学

史

、
倫

理

学

、
国
家
と

政
治

の
学

、

　
　
ニ

リ

宗

教

と
教

会

の
歴

史
、

文

学

な
ど

を

挙
げ

て

い
る
例

が
あ

る

。
ま

た
、

一
七
世

紀
か

ら

一
八
世
紀

の
転
換

期

に

は
、
「
学

者
」
が

上
流

階
級

の

「
教

養

人
」
と
無
知

文

盲

の

「
非

教
養

人
」
と

並

ん

で
社
会

　
ニ
ニ　

階
層
を

な
し

て

い
た
と

い
う

指

摘
も

あ

る
。
「
学
者

の
資
格

と
し

て
」

の
読
書

人

に
よ

っ
て
形
成

さ
れ

る
世

界

は
、
い
わ

ゆ
る
プ

ロ
フ

ェ
ッ

サ

ー

の
共

同
体

で

は
な

い
。
カ

ン
ト

は

「
学

者

((}①
一〇げ
「一〇『)」
と

い

い

、

ゲ

ー

デ

イ

ケ

と

ビ

ー

ス

タ

ー

は

さ

ら

に

「
有

識

者

(空

o
げ
爵
o
き

9
)」

と

い
う

言
葉

も

用

い
て

い
る
。

理
性

の
公

的
使

用
と

私
的
使

用

と

い
う

の
は
、
同

一
の
人
物

が
自

ら

の
立

場

の
相
違

に
応

じ

て
採

用

し

て
ゆ
く

も

の
で
あ

る
。
そ
し

て

カ

ン
ト

は
あ

く
ま

で
も
資

格

に

の

み
固
執

し

て

い
る
。

そ

の
資

格

は
、
=

疋
の
団
体

に
よ

っ
て
公
的

に
認

め
ら

れ

る
よ
う

な
制
度

的
資

格

で
は

な
く

、

む

し

ろ
読

書

人

が
内

的

に
意

識

す

べ
き

も

の

で
あ

る

。
彼

は

「
個
人

の
資

格

に
お

い
て

(言

勺
臼
。。8

)」
と

い
う

表
現
も
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用

い
て

い
る

(<
目
7
ω
Q◎
)。
本

稿

の

「
は

じ
め

に
」
で

「
人
間

」
と

し

て
と
記

し

た

の
は
こ

の
意
味

に

お

い
て

で
あ

る

。
す
な

わ
ち

、
理
性

が

公
的

に
使
用

さ
れ

る
次

元

で
は
、
そ

の
主
体

は
す

で
に
プ

ロ
イ

セ

ン
国
家

の

「
市

民

」
で
は
な
く

、
「
世

界
市

民
」
と

い
う

公

人
に

な

っ

て

い
る

の
で
あ

る
。
カ

ン
ト

は

「
思
考

の
方

向
を

定

め
る
と

は

何
を

意

味
す

る

か
」
(
一
七

八

六
)
と

い
う
論

文

の
中

で
、
「
思
考

の
自

由

は

第

一
に
市

民
的

強

制

(9
ひ

母
σq
。…

9

0
N
ミ
き

αq
)
と

対
立

す

る
」

(<
員
H-
一李
恥
)
と

述

べ

て
い
る

。
つ
ま

り

理
性

の
公

的
使

用
は

「
市

民
」

の
立
場

と
対

立
す

る

の
で
あ

る

。
た
だ

し
、
こ
う

し

た
文
脈

に

お
け

る

「
私
」
と

「
公

」
の
語

法

は
今

日

の
も

の
と

た

い

へ
ん
異

な

る
が
、

け

っ
し

て
ま

つ
た
く

カ

ン
ト

固
有

の
も

の
だ
と

い
う

わ

け

で
は

な

い
。三

『学

部

の
争

い
』

自
ら

の
批
判

哲
学

を
構
築

し
な

が
ら

、
カ

ン
ト

の
ベ

ル
リ

ン

へ
の

寄

稿

は
続

い
た

。
そ

の
カ

ン
ト

に
や

が

て
大

き

な
事
件

が
起

き

る
。

彼

の
宗

教
論

を

め
ぐ

る
有
名

な
筆

禍
事

件

で
あ

る
。

カ
ン
ト

は

「
人

間

の
本
性

の
う

ち

に
あ

る
根
本

悪

に

つ
い
て
」
と

い
う

論
文

を
、
最
初

一
七
九

二
年

の

『
ベ
ル

リ

ン
月

報
』
四
月

号

に

載
せ

て

い
る
。
こ
の
月
報

は
発

行

地
を
す

で
に
イ

ェ
ー

ナ
に
移

し

て

い
た

が
、
カ

ン
ト

は
あ
え

て
ベ

ル
リ

ン
の
検

閲
官

庁
に
検

閲
を
依

頼

し

て
そ

の
許
可

を
得

た
。
続

い
て
、
一
七
九

二
年

の
六
月

に
第

二

の

論
文

「
人
間

の
支

配
を

め
ぐ

る
善

の
原

理
と

悪

の
原
理

の
戦

い
に

つ

い
て
」
を

同
じ

手
続

き
を

と

っ
て

『月

報
』
に

掲
載

し

よ
う

と

す

る

が
、
今

度

は
神

学
者

ヘ
ル

メ
ス

の
検
討

の
結

果

、
聖
書

神
学

の
領

域

に
属

す

る
も

の
だ
と

い
う

判

断

で
印
刷

不
許

可

と
な

っ
た
。

カ

ン
ト

は
次

に
、
す

で
に
書

き

上
げ

て

い
た
第

三
編
と

第

四
編
と

を
合

わ
せ

て
、
イ

ェ
ー

ナ
大
学

哲

学
部

の
検

閲

を
受

け
、
そ

の
許
可

を
得

て
、

一
七
九

三
年

に
現
在

あ

る
形

に

し

て
出

版

し
た

。

す

る
と

そ

の
翌
年

の

一
七
九

四
年

に
国
王

の
勅
令

が

下
さ
れ

る
。

す
な

わ
ち

「
宗

教

に

関
し

て
講

義

し
著

述

す

る

こ
と
を

以

後
禁

ず

る
」
と

い
う

こ
と
だ

。
し

た

が

っ
て
ケ
ー

ニ
ヒ
ス

ベ
ル

ク
大

学

で

こ

の
本

を
講
義

用

に
使
用

す

る

こ
と
な
ど
は

で
き

な
く

な

っ
た
。
こ

れ

ら

の
経
過

は

『
学
部

の
争

い
』
の
序

文

に

よ

っ
て
知

る

こ
と

が
で
き

る
。

一
七

九

七
年

に

フ
リ
ー

ド

リ

ヒ

・
ヴ

ィ
ル

ヘ
ル
ム

ニ
世

が
没

し
、
三
世

が
王

位

に

つ
く

と
同

時

に
検

閲
令

は
緩

め

ら
れ

た

の
で
、

カ

ン
ト

は
そ

れ
を
詳

述
す

る

こ
と

が

で
き

た

の
だ

っ
た

。
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さ
て

こ
こ
で

、
本
稿

で
考

察
し

た
啓
蒙

論
文

に
お

け

る
理
性

の
使

用

の
あ
り

方

が
変

容

さ
れ

て

い
る
こ
と

に
気

づ
く

。
実

は

、
現

実

に

あ

る
国
家

や
宗

教

へ
の
戦

い
、
そ

の
権

力

は

「
検

閲

(N
o
塁
霞
)」
と

い
う
形

で
行

使

さ
れ

た

の
で
あ

る
が
、
カ

ン
ト

は
そ

の
戦

い
の
場
を

「
学

者
」
を

成
員

と

す

る

「
読

書

人
世

界
」
か

ら
、
制

度

と

し

て
規

定

さ
れ
て

い
る
大

学
プ

ロ
フ

ェ
ッ
サ
ー

の
世

界

へ
移

し

て
や

っ
て

い

る
、
と
見

な
す

こ
と

が

で
き

る
。
以
下
、
こ

の
問

題
を

考

察

し

て
み

た

い
。

カ

ン
ト
は
神

学

部
、
法

学

部
、
医

学
部

を

上
級

学
部

、
哲

学

部
を

下
級
学

部
と

し

て
捉
え

、
学

部

の
争

い
を

こ

の
上

級

学
部

と
哲

学
部

　　ヨ

と

の
学

説
上

の
争

い
と

し

て
理
解

し
よ
う

と
し

て

い
る
。
カ

ン
ト
に

よ

る
と

、
上
級
三

学
部

は
政
府

か

ら
委

託

さ
れ
た

文
書

を

基
礎

と
し

て

い
る

。
聖
書

神

学
者

は

「
聖

書
」
を
、
法
学

者

は

「
国
家

法

」
を
、

医
学

者

は

「
医

師
法

」
を

基
礎

に
し

て
学

説

を
展

開
し

て

い
る
。
そ

こ

に
は

理
性

以
外

の
別

の
権
力

が

含
ま

れ
る

こ
と

に
な

る

。

ニ
ヨ

そ
れ

に
対

し

て
、
哲

学
部

は
政
府

や
統
治

者

の
命
令

を
基

準

と
す

る

よ
う

な
学

説

に
は
従
事

せ
ず

、
人

間

に
関
す

る
す

べ

て

の
知

識
を

理
性

に
基
づ

い
て
取
り
上

げ

る
こ
と

が
で
き

る
と

い
う

の
で
あ

る
夕

し

か
も

、
哲
学

部

は
自
律

的

に
、
つ
ま

り
自

由

に
判
断

す

る
能

力

で

あ

る

理
性

に
従

っ

て
そ

れ
を

実

行

す

る

。

「
聖
書

」

に
対

し

て

は

「
純

粋

実
践

理
性

か

ら
展

開
さ

れ

る
内

的
法

則
」
に
基

づ

い
て
、
「
国

家
法

」

に
対
し

て
は

「
自

然

法
」

に
基

づ

い
て
、

「
医
師

法

」
に
対

し

て
は

「
人

体
生

理

学
」
に
基

づ

い
て
な
し
う

る
と

い
う

わ
け

で
あ

る

。
こ
う

し

た
原

則

に
基

づ

い

て
、
学
部

間

で

の
学
説

を

め
ぐ

る
争

い
が
生

じ

る
こ
と

に

な

る
が
、
当
然

、
そ

こ
に

は
合
法

的

な
争

い
と

非
合

法

的
な
争

い
と

が
あ

る

。

啓

蒙
論
文

に

お
け

る
主
張

に
戻

っ
て

み
た

い
。
カ

ン
ト

は
自
由

に

関

し

て
理
性

の
公
的

使

用
と

私

的
使

用

と

い
う

こ
と
を

言

っ
て

い

た
。
こ

の
区

別
は

『学

部

の
争

い
』
に
お

い
て
展

開

さ
れ

て

い
る
立

論

に
も
当

て
は
ま

る
の

で
は
な

い
か

。
カ

ン
ト

は
哲
学

部

の
み
を

自

律

し
た
学

部
と

見

な

し

て

い
る
。
そ

れ

に
対

し

て
上
級

学
部

は

、
政

府
と

い
う

後
見

人

の
命
令

に
基

づ

い
た
文
書

に
従
わ

な
く

て
は
な
ら

な

い
。
つ
ま
り

、
自

ら

の
原

理

が
国

家

の
サ

ン
ク
シ

ョ
ン
に
晒

さ
れ

る

の

で
あ

る
。
し

た

が

っ
て
、
彼

ら

は
理

性
を

私

的

に
使
用

せ
ざ

る

を
え

ず
、
極
端

な
解

釈

が
許

さ

れ
る

と
す

る
と

、
上
級

学
部

は
啓

蒙

的

に
は
未

成
年

状

態

に
と
ど

ま

っ
て

い
る

こ
と

に
な

る
。

カ

ン
ト
は
、
「
検

閲
」
を

め
ぐ

る
実

質

的
な

争

い
、
す
な

わ
ち

資

格
と

し

て

の

「
学
者

」
と

い
う

個
人

の
国

家

に
対

す

る
戦

い
、
も

し
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く

は
個

人
と
歴

史
的
諸

制
度

と

の
戦

い
を
、
制
度
と

し

て
の
大

学

に

移

し

て
、
学

部

間

の
争

い
と

し

て
新

た

に
展
開

さ
せ

た

の
で
あ

る

。

カ

ン
ト
は

、
「
検

閲
」
に

お

い
て
沈
黙

さ

せ
ら

れ
た
相

手

に
対

し

て

(カ

ン
ト

は
宗
教

勅
令

菊
o
一一α。
δ
諺

。
島
ζ

を

独
裁

制

】)
一ζ
讐
母

と
も

称

し

て

い
る
)
、
国
家

か
ら
俸

給
を

も

ら

つ
て

(σ
9
0
=
2
)
い
な

が

ら
そ

の
権

力
的
介

入

か
ら

守
ら

れ

る
領
域

を

「
学
問

的
共

同
体

」
と

し

て
設
立

し

て
、
再

度
戦

い
を

挑

ん
で

い
る
わ

け

で
あ

る
。
デ

イ
ル

タ
イ

な
ど

は
、
下
級

学
部

と
上

級
学

部

の
争

い
を

=

八
世

紀

の
学

問
と

国
家

・
宗

教

の
歴
史

的
諸

制
度

(O
a
暮

づ
αq
窪
)
と

の
戦

い
」
と

　　さ

見
な

し
て

い
る

。
そ

の
際
、
一
八
世

紀

ほ
ど

ド
イ

ツ
の
大

学

が
国

家

の
介

入
を
経
験

し
た

こ
と

が
な
か

っ
た

こ
と
を

注
意

し

て
お

か
な
く

て
は
な

ら

な

い
。
プ

ロ

フ

ェ
ッ
サ

ー

は
ま

ず
国

家
公

務

員
だ

っ
た

の
で
あ

る

。
ち
な

み

に
、
一
般

的

に

フ
リ

ー
ド

リ
ヒ

ニ
世

の
大
学

に

対

す

る
貢
献

は
低

く
見

な

さ
れ

て

い
る
。
確

か
に
、
彼

は
ギ

リ

シ

ャ

語

や

ラ

テ

ン
語
教

育
と

と
も

に
哲

学
を

重

要
視

し
た

。
「
古

代

の
哲

学

者

の
論

理

の
力

、
文

学
者

の
文

体

、
ロ
ー

マ

・
ス
ト

ア
派

の
道
徳

家

の
道
徳

力

な
ど

は
、
彼

に
と
り

決
し

て
超
え

る

こ
と

の
で
き

な

い

　
　
セ

　

人
間
存

在

の
最
高

の
も

の
で
あ

っ
た

」
と

も
言

わ

れ

て
い
る

。
し

か

し
彼

の
政

策

の
眼

目
は
あ

く
ま

で
も

貴
族

・官

僚

・
軍
人

の
教

育

で

あ

っ
て
、
本

来

の
大
学

教
育

を

目
指
す

も

の
で
は
な

か

っ
た

の
で
あ

る

。

む

こ

の
よ
う

に
見

る
と
、
啓
蒙

論

文
と

『
学
部

の
争

い
』
と

の
並

行

関

係
が

理
解

さ

れ
う

る
。
私

の
推
測

で
は
、
理
性

の
あ

り
方

を

め
ぐ

る
論

点

で
は
、
後
者

は
前
者

の
も
う

一
つ
の
ヴ

ァ
ー
ジ

ョ
ン
な

の

で

　　ム

あ

る
。
つ
ま
り

理
性

の
公

的
使

用

が
大

学

と

い
う
制
度

の
中

に
位

置

づ

け
ら

れ
た
場

合

の
あ

り
方
を

カ

ン
ト

は
論

じ

て

い
る

の
で
あ

る
。

カ

ン
ト
的

理
性
は
自

ら

の
理
念

の
実
現

の
た
め

に
制

度
を

要
求

し
た

の

で
あ

っ
た
。

『
学
部

の
争

い
』
に

お

い
て
展

開

さ

れ
て

い
る
哲

学
部

の
位

置

づ

け

に
関

し

て
は
、
歴
史
的

背

景
を

考
え

る
な

ら
ば

す

で
に

一
定

の
支

持
を

得

ら
れ

る
も

の
が
あ

っ
た

。
そ

の
事

情

は

フ
リ
ー

ド
リ

ヒ

・
パ

ウ

ル
ゼ

ン

の
浩

潮

な

書

物

O
鵠

。
匡

。
茸

。

α
。
。。

匹
Φ
μ二
ω
。
ゴ
。
昌

〇
三
⑦三

〇
巨
。・b

bσ
習
α
o
.
ド
o
一唱
旦
αq
u
一ゆ
一
〇
に
詳

し

い
。
以

下
で

そ

の

第

五
章

(
第

二
巻
所

収

、
ω
。い
山
。。
。。
)
に

お
け

る
叙
述

の
中

か
ら
本

稿

に
関
わ

る
こ

と

が
ら
を

要
約

的

に
記

し

て
お

き
た

い
。

一
八

世
紀

末

に
お

い
て
も
、
外

見

的

に

は
哲

学

部

は
、
神

学
と

法

学

と
医
学

の
上

級
学

部

に
お

け
る
専

門
研

究

に
対
し

て
、
専
門
性

を

も

た
な

い
予

備

学

校

(
合

o

巴

茜

o
日
o
冒

乱

。。
。。
①
器

0
7
無

二
一
〇
『
o
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<
o
旨
畠
巳
⑦
)
で
あ

っ
た

。
こ
の
意

味

で
は
カ

ン
ト

に
よ

る

上
級
学

部

と

下
級

学
部
と

の
位
置

づ
け
は
け

っ
し

て
非

歴
史
的
な
解

釈

で
は
な

く
、
む

し

ろ

一
般
的

な

見
解

で
あ

っ
た

。
し

か
し

そ

の
内

実

は

す

で

に
異

な
り

、

}
七

世
紀

に

お
け

る
神
学
と
法
学

の
端

女

(智
巳
一包

の

役
割

で
は

な
く
、

聖
火
走

者

の
ご

と
き

指
導

者

の
地
位

を

得

っ
つ

あ

つ
た

の
で
あ

る
。
ヴ

ォ
ル

フ
や
カ

ン
ト
は

そ
う

し

た

ヘ
ゲ

モ

ニ
ー

を
獲

得

し
て

い
た
。
自

然
神

学
は
教

義

や
伝

承
を

扱
う

際

の
基
準

を

与

え
、
そ
れ
と

並

ん

で
聖
書

の
歴

史
的

・
批

判
的

研
究

が

地
位

を
得

て
き
た

。
法
学

部

に

お

い
て
は
自

然
法

が
、
医
学

部

に
お

い
て
は
新

し

い
自
然
哲

学

や
自
然

科
学

が
同
様

の
傾

向
を

示
し

て

い
る
。
哲

学

部

に
お

い
て
は
哲

学
的

・学

問
的

な

グ
ル

ー
プ
と

文
献

学
的

・
歴
史

的

グ

ル

ー
プ

と

が
あ

っ
た

が
、
前

者

が
中
心
勢

力

を
も

つ
。
パ

ウ

ル

ゼ

ン
は
哲

学
部

に

お

い
て
全

面

に
登
場

し

て
き

た
学

科
目

と

し
て
、

形

而

上
学
、
自

然

神
学

、
心

理
学

、
倫
理

学
、
数

学

、
自

然
学

を
挙

げ

て

い
る

(噂
窪
房
o戸

ω
』
轟
α
)
。

一
七

七
〇
年

に
ベ

ル
リ

ン
か

ら
ケ

ー

ニ
ヒ
ス

ベ
ル
ク
大

学

に
、
哲

学
研

究

の
指
令

(》
昌
≦
o
冨
茸

αQ
)
が

送

ら
れ

た
。
神

学
、
法

学
、
医
学

の
あ
ら

ゆ
る
学
生

に
対

し
て
、
そ
れ
ぞ

れ

の
専

門
研

究

の
た
め

の
哲

学
研
究

の
必

要
性

が
説

か
れ
た

の
で
あ

っ
た

。
そ

の
際

の
哲
学

と

い

、

う

の
は

「
先

入
観

や
党
派

に
は
属

さ
ず

に
自

分

で
考

え

、
事
物

の
本

性
を

探
究

す

る
能
力

」
(勺
"
賃
一ω
O
昌
り
ω
●一
恥
ひ
)
と
見

な

さ

れ
て

い
る
。

パ

ウ
ル
ゼ

ン
は

一
八
世

紀

の
ド
イ

ツ
の
大
学

が
経
験
し

た
変
化
を

次

の
四

点

に
ま
と

め

て

い
る

。

(
一
)

「
哲

学

す

る
自

由

(=
σ
・
二
舘

唱
匿

o
ωo
筈

き
3

」
。
す
な

わ

ち
、
思

想

の
自
由

と

そ
れ

に
伴

い
教

授

と

学

習

の
自

由

で

あ

る

。

(
二

)

「
新

哲

学

(
島

。

昌
o
ロ
。

雷
ま

ω
o
℃
三
〇
)」
。
す

な
わ

ち
、
ス

コ
ラ
的

哲

学

に
対

し
て
、
新

し

い

学
問

が

、
特

に
天
文

学
と

物

理
学

が

と

っ
て
替

わ

っ
た

。
(
三
)
「
新

人
文

主
義

(α
o
ヨ

窪

。
口
o
目
碧
冴
巳
ロ
ω)」
。
た
と

え
ば

講
義

に
お

い
て

は

ス

コ
ラ
哲

学

の
書
物

が
古
く

さ
く
な

り
、
新

し

い
教

科
書

が
登
場

し

て
く
る

。
プ

ロ
フ

ェ
ッ
サ

ー
自
身

が

教
科

書
を
執

筆

す
る

よ
う

に

も

な

っ
た
。

(四
)

「
ド

イ

ツ
語

(島
o
傷
〇
三
ω9

0
ω
℃
蜀
o
げ
o)」
。
よ

く

知
ら

れ

て

い
る

よ
う

に
、
ラ

テ
ン
語

に
替

わ

っ
て
ド

イ

ツ
語

が
講
義

の
言
葉
と

し

て
使

用
さ

れ

る
よ
う

に
な

っ
た

。

以

上

の
よ
う

な

パ
ウ

ル
ゼ

ン
の
報
告

の

一
部
を

見

る
だ
け

で
も

、

一
八
世
紀

に
お
け

る
大
学

の
あ

り
方

が
哲
学

を
中
心

に
大

き
な
変

化

を
遂

げ

つ
つ
あ

っ
た

こ
と
が

伺
え

る

。
カ

ン
ト

は
自
ら

の
大

学
論
を

叙
述

す

る
に
あ

た
り
、
も
ち

ろ

ん
そ

の
指
導

的
位

置

に
あ

っ
た

の
で

あ

る
が

、
け

つ
し

て
時

代

の
革

命
的

論
者

で
あ

っ
た

の

で
は
な

く
、
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む
し

ろ
時
代

の
精
神
的
状

況
を
原
理

に
基
づ

い
て
そ

の
核

心

か
ら
展

開

し
た

の
で
あ

る
。
言

い
換
え

れ
ば

、
時
代

の
先

行
的

代
弁

者
だ

っ

た

の
で

は
な

い
だ

ろ
う

か
。
そ
し

て
そ

の
す

べ
て
に

お

い
て
統

べ

て

い
る
原

理
は

「
自
分

で
考
え

る

(ω
9
σ
。・乙
・
美

昌
)」
と

い
う

、

カ

ン

ト

の
啓

蒙

思
想

に
通

じ
る
実

践
的
態

度

で
あ

る
。
そ
し

て
こ

の
格

律

も
ま

た
啓

蒙
主

義

的
態
度

で
あ

っ
た

(<
同同Hー
一轟
ひ
)。

「
自

分

で
考
え

る
」
と

い
う

態
度

と
相

即
す

る

「
哲
学

す

る
自
由

」

は

、
カ

ン
ト

以
上

に
ヴ

ォ

ル

フ
が
好

ん
で
用

い
た

も

の

で
あ

る

。
彼

の
次

の
言

葉

に
は
、
カ

ン
ト
哲

学

の
源
泉

や
啓

蒙
思

想
と

の
関

わ
り

を

十
分

読

み
と

る

こ
と
が

で
き

る
。

「
我

々
が
哲

学

す

る
か

ぎ
り

、

我

々
に
真
と
思

え
る
も

の
や
偽
と
思

え
る
も

の
を
公

に
語

る
こ
と
が

許

さ
れ

て
い
る
か
、
あ

る

い
は

、
他
人

に
と

っ
て
真
と

思
え

る
も

の

を
あ

た
か
も
真

の
ご
と

く
擁
護
す

る
こ
と
だ

け
が
許

さ
れ

て

い
る
か

の

い
ず

れ

か

で
あ

る
。
誰

で
も
認

め

る

よ
う

に
、
前

者

の
場
合

に

我

々
は
哲
学

す

る
自
由

O
ま
。
二
毬

娼
三
一〇
。。o
嘗

き
α
一)
を

行
使

し

て
お

り

、
後
者

の
場
合

い
か

な

る
自

由

も
残

さ
れ

て

い
な

い
。
し

た

が

っ

て

「
哲

学
す

る
自

由
」
と

は
、
哲

学
的

諸
問

題

に
関

し

て
自

ら

の
意

　
　
　

　

見

を
公

に
す

る

こ
と

が
許
容

さ
れ

て
い
る
こ

と

で
あ

る
」
。

こ
こ

に
は

「
自

分

で
考
え

る
」
と

い
う
態

度
だ

け

で
な

く
、
明

ら

か

に
、
「
公

に
語

る
」
と

い
う

カ

ン
ト
的

啓

蒙
思

想

が
す

で
に
宣

言

さ

れ

て

い
る
。
カ

ン
ト

の
場
合

は

、
○。
。
匿

津
を

通

し

て
語

る
と

い
う

こ
と

に
力
点

が
あ

っ
た

。
そ
し

て

そ
れ
は

む
し

ろ
ガ

ル
ヴ

ェ
な
ど

に

代
表

さ
れ

る
通
俗

哲
学

者

た
ち

の
手
法

に
ほ
か

な
ら
な

い
。
し
か

し

な

が
ら

カ

ン
ト
は

『
宗

教

論
』
の
筆

禍
事

件
を

通

し

て
、
そ

の
あ

り

方
を
大

学
と

い
う

制
度

の
中
に

、
特

に
哲

学
部

に
お

い
て
新

た

に
確

立
す

べ
き

だ

と
主

張

し

て

い
る

の
で
あ

る

。
言

い
換
え

れ
ば

、
「
自

分

で
考
え

る
」
と

い
う

精
神

的
態

度

を
、

一
八
世

紀

の
大
学

が
経

験

し

つ
つ
あ

る
哲
学

へ
の
オ

リ

エ

ン
テ
ー

シ

ョ
ン
を
踏
ま

え

つ
つ
、
啓

蒙
思

想
を
超

え

て
、
さ
ら

に
理
性

の
原
理

に
基

づ

い
て
大
学

の
中

に

制
度

的

に
展

開
し

た

の
で
あ

つ
た
。
そ

れ
は

ま
た

、
ゲ

ー

デ

ィ
ケ
や

ビ

ー

ス
タ

ー
が
求
め

た
よ
う
な

一
般
読

書
人

の
世
界

の
確
立

で
は
な

い
で
あ

ろ
う

。
カ

ン
ト

は
狭

義

の
学
者

世
界

の
確

立
を

目
指

し
た

の

で
あ

る

(
し
か

し

そ
れ

は
ま

た

イ

ン
タ
ー

ナ

シ

ョ
ナ

ル
な

も

の
で

あ

っ
た
)
。
そ

こ
に

は

「
文

芸
共

和

国
」

の
理
念

を
伺
う

こ
と

が

で

き

る
。
次

に

こ

の
点

を
考

察

し

た

い
。

四

「
読
書
人
世
界
」
か
ら

「
学
者
共
和
国
」

へ
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啓

蒙
論

文

で
は

「
読

書
す

る
公

衆
」

「
読
書

人
世

界
」
が

問

わ
れ

た

。

そ

こ

で

は

「
学

者

」

と

い
う

抽
象

的
資

格
、

具

体

的

に
は

の
。
琶

h
匿
亀

2

の
資

格

が
問

わ

れ
た

。
そ

の
場

を
提

供

す

る

の
は
主

に

『
ベ
ル

リ

ン
月
報

』
の
よ
う

な
啓
蒙

雑
誌

で
あ

っ
た
。
カ

ン
ト

は

『月

報
』
を

通

し

て
積

極

的

に
当
時

の

「
読
書

人
世

界
」

に
働

き
か

け

た

の

で
あ

っ
た

。

こ
こ

に
は
理
念
と

し
て

二
種
類

の
ゲ
ゼ

ル
シ

ャ
フ
ト
が
控
え

て

い

る
と

思

わ

れ

る

。

す

な

わ

ち

、

「
学

者

共

和

国

(
O
。
一
〇
ぼ

3

p
-

お
陽
σ
=
貯
)」
と

「
ゾ

ツ
ィ

エ
テ
ー
ト

(Q。
o
里
。
舜

11
結

社

)」
と

で
あ

る
。
前
者

は

、
「
文
芸

共

和
国

(H
曾
ロ
集

自

o
紆

。・
一〇
葺

。
)」
と

い
う

、

学

問

・
芸
術

を
愛

す

る
者

た
ち

が

エ
ピ

ス
ト

ラ

(書
簡

)
を
介

し

て

連
帯
意

識
を

も

っ
た

い
わ

ば
見
え

ざ

る
共
和

国

の
理

念

の
、
一
八
世

紀
ド

イ

ツ
版

と
見

な
す

こ
と
が

で
き

る
。
そ

の
国

境
な
き

市

民

は
知

的
好
奇

心

に
駆

ら
れ

て
学

問
や
芸
術

上

の
交
流
を

行
う

こ
と
を

旨
と

し

た
教

養

入

た
ち

で
あ

る

。

た
と

え
ば

ピ

エ
ー

ル

・
ベ

ー

ル
は

、

Z
o
仁
く
亀

⑦
号

冨

即
曾
昌

=
ρ
`
。
畠
霧

ピ
・
葺
。

(
一
六

八
四
ー

八

七
)
と

い
う

雑
誌

を
発

刊
し

て
学
術
交

流

を
広
く

一
般
読

書
人

に
求

め

た
σ

ド

イ

ツ
で

は

「
文
芸

共
和

国
」
の
理
念

は

「
学
者

共

和
国

」
と

い
う

表

現
を

と

っ
て
、
ス

コ
ラ
哲

学

や
神

学
か

ら
学

問
を
解

放

し
よ
う

と

し

た

ト

マ
ジ

ウ

ス

が

そ

の
先

鞭

を

つ
け

て

い
る

。
こ

の

共

和

国

に

お

い

て

は

理

性

だ

け

が

統

治

し

、

国

家

権

力

も

教

権

も

そ

こ

に

は

介

入

す

べ
き

で

は

な

く

言

論

の
自

由

が

守

ら

れ

る

べ

き

で
あ

る

こ
と

が

主

張

さ

れ

て

い

る

。

ド

イ

ツ

の

「
学

者

共

和

国

」

の
理

念

を

具

体

的

に

支

え

る

の

は

、

ベ

ー

ル
に

お

け

る

の
と

同

様

に

も

は

や

エ
ピ

ス
ト

ラ

で

は

な

く

雑

誌

で

あ

り

、
そ

れ

を

発

刊

す

る

ゾ

ツ

ィ

エ

テ

ー

ト

で

あ

る

。
ゾ

ツ

ィ

エ

テ

ー

ト

の
伝

統

は

一
七

世

紀

に

見

る

こ

と

が

で

き

る

が

、

一
八
世

紀

に

そ

の
数

を

膨

大

に
増

や

し

て

い

る

。
デ

ュ

ル

メ

ン

は

一
八

世

紀

の

主

な

ゾ

ツ

ィ

エ

テ

ー

ト

を

〉
尻
国
島
。
ヨ

冨

昌

ロ
"
畠

O

巴

0
7
二

。

O
o
。q
o
寓
。。
o
げ
弩

8
罫

=

【o
冨

『厨
o
口
o
O
o
。う
o
=
。伽o
即
鑑

8
嵩

(U
o
三
。。
o
げ
o

O
o
。。o
=
。。o
冨

h
8
口
)響
℃
讐
ユ
〇
一房
0
7

0q
o
目
o
貯
巳

臼
蒔
o
O
o
。・9
房
o
匿

博
o員

午

。
冒

鋤
ξ

。「
-尉
o
⑦。
o
戸

い
。
。。。
α。
9
0
=
。。。
げ
臥

8
昌
に

分

類

し

て

い

て

、

総

数

八

三

三

の

リ

ス

ト

を

紹

介

し

て

い

る

。
そ

の

う

ち

代

表

的

な

読

書

の
ニ

　

会

(ピ
。
器
αQ
。
。。
。
=
。・o
冨

8

は

二

五

〇

で

あ

る

。

ラ

イ

プ

ニ

ッ

ツ

に

よ

る

ベ

ル

リ

ン

・
ア

カ

デ

ミ

ー

の

よ

う

な

学

者

組

織

と

、

ゴ

ツ
ト

シ

ェ

ッ

ト

に
お

け

る

集
o
ピ
o
言
艮
αQ
臼

U
o9

ωo
げ
o
O
o
ω亀

ω
o
冨

津

の

よ

う

な

文

学

組

織

な

ど

は

、

一
八

世

紀

に

起

き

た

新

し

い
動

き

で

あ

る

。
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「
学

者

共
和

国
」
の
理

念
は

も
ち

ろ

ん

の
こ
と
、
ゾ

ツ

ィ

エ
テ
ー

ト
も
非

政
治

的

な
も
う

一
つ
の
独

立

し
た

政
体
偏
巨

)を

形
成

し
よ

う

と
す

る
も

の
で
あ

り
、
両
者

に
お

い
て

は
そ
れ

ぞ
れ
自

ず
と

二
種

類

の
成

員

が
登
場

す

る

こ
と

に
な
る

。
つ
ま
り

「
普

遍
的

に
法

を
執

行

す

る
市

民
社
会

」
(<
日
山
P
)
に
お

け
る

「
市

民
」
と

、
も

う

一
つ

の
独
立

し
た
見

え
ざ

る
共

和
国

の
成
員

と

で
あ

る
。
つ
ま

り
同

一
の

成

員

が
立

場
を
替

え

て
両

者

に
属
す

る

の
で
あ

る
。
カ

ン
ト

(
『学

部

の
争

い
』
)
に
お

い
て
は
、
「
公
衆

箱
呂

奏

ニ
ヨ
)」
は

「
市

民

的
公

共
体

(畠
。。
げ
鐸
。Q
。
忌

島
。
αq
。
旨
。
ヨ
。
を
。
。。
窪
)」
と

「
学
問

的
公

共
体

(富
ω
町Q
g
o
ぼ
8

αQ
。
ヨ
o
ヨ
o
を
。
。。。
昌
)」

と

に
分

け
ら

れ

て

い
た

(≦
り

い
轟
)。

こ

の
後

者

の
公
共

体

の
中

に
形
成

さ

れ
る

の
が

「
読
書

人
世

界
」
で
も
あ

っ
た
。
そ
し

て

「
読
書

人

世
界

」
の
成

員
が

学
部

に
属

す

る
と

き

、
単

な
る
見

え
ざ

る
共

和

国

の
成
員

で
は

な
く
、
制
度

的

　ニ
ニ
レ

に

「
学
問

的
公

共
体

」

に
属
す

る

こ
と

に
な

る
。

カ

ン
ト

の
議

論

で
は
、
「
学

問
的

公
共
体

」
と

「
市

民
的

公
共

体
」

と

の
共

存
が
説

か

れ

て

い
る
が
、
同

一
成
員

に
お

け
る
精
神

的
葛

藤

と

い
う

問
題

が
捨
象

さ

れ

て
い
る
わ
け

で
は

な

い
。
私
た

ち

は
両
公

共
体

に
同
時

に
属
す

る
と

い
う

可
能
性

が
十
分

あ

る
。
こ

の
問

題
は

啓

蒙
論
文

に
お

け
る
理
性

の
公

的
使

用
と
私
的
使

用

の
区
別

に
通

じ

る

も

の

だ

。

そ

し

て

そ

れ

は

カ

ン

ト

に

お

け

る

α
o
ロ
三

〇
-量

鼻

ヨ

o。

ハニ
ニ

の
問
題

と
し

て
古

く

か
ら
論

じ

ら

れ

て
き

た

。

し
か

し

自
o
口
σ
冨
み
三
昊

冒
oq
の
立

場

は
む

し

ろ
ゴ

ッ
ト

シ

エ

ッ
ト

が

一
七

四

五
年

に
書

い
た
次

の
文
章

に

は

っ
き

り

と
見

ら

れ

る
。

「
学
者

は
あ

る
国

の
市

民

か

つ
住

民

で
は

な
く

た
だ
学

者
と

し

て

の

み
考

え

ら
れ
る

限
り
、
世
界

の
最

強

の
君
主

た

ち
と
同

じ

よ
う

に
自

由

で
あ

る

。
(…

…
)
。
こ
の
自

由

は
自

分
が

住

ん
で

い
る
国

家

に
損

害
を

与
え

る
よ
う

な

こ
と
を
何

も
公

に
示
し

た
り
書

い
た
り

し
て
は

な

ら
な

い
と

い
う

限
り

で

の
制

限
を
受

け

る

こ
と
は
、
否
定

す

る

こ

と

が

で
き

な

い
。
し

か
し

こ

の
制
約

は

、
一
人

の
学

者

と
し

て
で
は

ロ

な
く

、
公
益

を
無

視

し

て
は
な
ら

な

い
義
務

を
負
う

国

家

の

一
市

民

と

し

て
甘
受

す

る

の
で
あ

る
。
も
し

こ
の
国

に

い
な

い
の
な

ら

ば
、

そ

の
人

の
自

由

は

こ

の
点

で
制

限
を

受

け

る

こ
と

は
な

い
だ

ろ
う

　ニ
ロ
　

が

」
。
ゴ

ッ
ト

シ

ェ
ッ
ト
も

カ
ン
ト

と

同
様

に
思
想

の
表
明

の
自

由

と

い
う

こ
と

に
論
点
を

お

い
て

い
る

が
、
デ

ュ
ル

メ
ン
が
指

摘
し

て

い
る
よ
う

に
、
彼

は
学
者

の
精

神

的
な

独
立

性
を

要
求

し

て
も
政

治

　ニ
　
　

的

隷
属
性

に
は
触

れ

な

い
よ
う

に
し

て

い
る

。
し
た

が

つ
て
、

国

家

(政
治

)
、
宗

教

(教

会

)
が

テ

ー

マ
化

さ

れ
る

こ
と

は
な

く
、
そ

こ
に
は

カ

ン
ト

に
お
け

る

よ
う

な
衝

突

(筆
禍

事

件
)
も

、
個
人

的
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な
葛
藤

も

生

じ

て
く

る
余

地
は

ま

っ
た
く

な

い
。

カ

ン
ト
は

む
し

ろ
、

そ

の
啓
蒙

論

文

に
お

い
て
は
宗

教
と

立

法

の
問

題
を

重

要
視

し
、
ま

た
大

学

論
に

お

い

て
は
神

学

部
と

法
学

部
と

の
合
法

・
非
合

法

的
な

争

い
を

先
鋭

化

し
て
お

り
、
さ
ら

に
書
籍

の
審
判

者
と

し

て

た
と
え

ば
僧

職
者

に
対
す

る
学

者

の
優
位

を
論

じ

て

い
る

(≦

-。。
)。

カ

ン
ト

の

「
学
問

的
公

共
体

」
と

い
う

共
和

国

に
お

い
て
は
、
上

級

学
部

は
議
会

の
右

翼
と

し

て
、
下
級

学
部

は
そ

の
左
翼

11
野
党
と

見

な

さ

れ

て
お
り

(≦
寓

U
)、
フ
ラ

ン
ス
革

命

以
後

の
議

会

に
お

け

る
位
階

組
織

の
理
念

が
導

入
さ

れ

て

い
る
。
右
翼

は
政
府

の
条

令
を

支
持
す

る
が

、
真

理
が
問

題
と

な
る
自

由
な
体

制

に
お

い
て
は
野
党

す
な

わ
ち
哲

学
部

が
な

く

て
は

な
ら

な
く
な

る

。
前
者

は
保

守

で
あ

　ニ
　
　

り
、
後

者

は
革

新

で
あ

る
。
い
ず

れ

に
し

て
も

、
大

学

は
国
家

や
ラ

ン
ト

と

は
別

の
共

和

国
と

し

て
位
置

づ

け
ら

れ

る

。
し

か
も

そ

れ

は

、

読
書

会

や

「
読
書

人

世

界

」

が
形

成

す

る

よ
う

な
公

共
性

(○
需
窪

島
o
鐸

⑦
ε

と

は
異

な
り

、
制
度

(ぎ
ω蔓
三
δ
器
昌
)
と

し

て

一

定

の

ハ
ー
ド

(講

義
棟

、
図
書

館
、
そ

の
他
)
を

も

つ
こ
と

に
な

る
。

制

度

と
し

て

の
大

学

は
、
ゼ

ル
バ

ッ

ハ
に
よ
れ
ば

、
国
家

と
教

会

に

つ
ぐ

第
三

の
権
威

(〉
黛
9

曇

)
で
あ
り

、
理
性

の
制
度

的
相

対

物

　ニ
モ
ロ

(勺
o
ロ
畠

呂

で
あ

る
。
そ

れ
は

言

い
換

え

れ
ば
、
制

度
化

さ

れ
た

「
学

者

共
和

国
」
で

は
な

い
だ

ろ
う

か

。
カ

ン
ト

的

理
性

は
こ

の
意
味

で

大
学

に
お

い
て
保
護

さ

れ
る

こ
と

に
な

る
。
カ

ン
ト

に
よ

っ
て
大

学

　ニ
　
　

は

理
性

の

一
つ
の
あ
り

方

と
し

て
基

礎

づ

け
ら

れ
た

の
だ

。
で
は
、

カ

ン
ト

の
こ
の
作
業

は
ド

イ

ツ
の
大

学

の
歴

史

に
お

い
て

い
か
な
る

意
義

を

有
し

て

い
る

の

で
あ

ろ
う

か
。

周

知

の

よ
う

に
、

d
巳

く
。
屋
=
讐

の
語

源

の

ロ
巳
く
o
話
一
8
ω
は
、

内
。
ぎ

α。
冨
日
と

同
様

に

「
団
体

」
と

か

「
組

合
」
を

意
味

し

て

い
た
。

一
二
世
紀

に
イ

タ

リ

ア
と

パ

リ
で
大

学
が

創
設

さ

れ
た
と
き

、
こ

の

言

葉

は

「
教

師
と

学

生

の
組

合

(β
巳
く
2
。。一
6
。。
ヨ
⇔
αq
一ω
㌶
o
壇ロ
旨

粟

。・8

百

言
日
)」
と

い
う

形

で
用

い
ら

れ

て

い
た
。
こ

の
自
治

的
組

織

は
、
シ

ェ
ル
ス
キ

ー

に
よ

れ
ば

「
そ

の
社
会

的
、
法

的
、
そ
し

て
と

り

わ
け
精

神
的

自
立

を
土

地

の
教
会

権
力

や
都

市
権
力

の
干

渉

・侵

害

か
ら
守

る
た

め

に
、
こ
れ
ら

の
権
力

よ

り
も

さ
ら

に
上
位

の
政
治

ふニ
　
　

権

力

、
す

な
わ

ち
皇
帝

や
教
皇

に
保

護

を
求

め

た
」
。
そ

れ

は
社
会

的

に

は

異

分

子

的

存

在

で

あ

り

、

制

度

的

に

は

法

人

団

体

(閑
o
弓
o
冨
【δ
昌
)
で
あ

っ
た
。
そ

れ

に
対

し

て
ド

イ

ツ
の
大

学
は

「
イ

タ
リ

ア
や

フ
ラ

ン
ス

の
そ
れ
と

は
対

照
的

に
、
当
初

か
ら
領

邦
君

主

を

創
設

者

と
し

た
王

制
当

局

の
営
造

物

、
ま

た

は
、
せ

い
ぜ

い
都

市

の
営

造
物

と
し

て
発

生
」
し
、
コ

層

強

い
官

憲

の
監
督

と
指
導

の
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　ニ
ニ
　

も
と

に
置

か
れ

て

い
た
」
。
こ

の
こ

と
は
す

で

に
見
た

よ
う

に
パ

ウ

ル
ゼ

ン
も
指
摘

し

て

い
る
。
し

か
し

こ
う

し

た
ド
イ

ツ
的
体

制

に

お

い
て
は

(す
な

わ
ち

、
苦
労

し

て
上
位

の
政
治
権

力

の
保
護

を

獲

得

す

る
必
要

が
な
く

、
設
立

の
当
初

か
ら
獲

得
し

て

い
た

の
で
あ

る
)
、

当

然

の

こ

と

な

が

ら

中

世

的
大

学

が

も

と

も

と

有

し

て

い

た

§

ぞ
o
邑

再霧

の
原
理

が
制
約

を
受

け

る
こ
と

に
な

る

。

ヨ
ー

ロ
ッ
パ

の
大

学

は
、
そ
も

そ
も

が
員
巳
く
o邑

冨
。。
の
原

理
と

政

治
的

原
理
と

の
緊

張
関

係

の
中

で
栄
枯

盛
衰

し

て
き

た

の

で
あ

る
。

そ

し
て
ド

イ

ツ
で
は
領

邦
大
学

と
し

て

の
性

格
を

強
く

も
ち

、
職
業

教
育

の
機

関
と

見

な
さ

れ
、
カ

ン
ト

の
言

葉

で
は

「
政
府

の
道
具

」

(<
目
-
一Q◎
)と

し

て

の
聖
職
者

、
法
務

官
、
医

者

が
教
育

さ

れ

て

い
た
。

し

か
も

、
一
八
世

紀

の
ド

イ

ツ
の
大

学

は
最
も
危

機

に
瀕

し

た
。
す

な

わ
ち

、
実

用
主
義

が

猛
威
を

振

る

い
、
}
七

六
〇

年

以
降

に
大

学

　
　ニ
ニ

　

廃

止
運

動

が
盛

ん
に

な

っ
た

。
す

で

に
指

摘

し
た

よ
う

に
、

一
方

で

現

象
と

し

て
大

学
内
部

で
は
哲

学
部

の
台

頭
が
見

ら
れ

た
。
し
か

し

ま

た
他
方

で
は
、
大

学

の
専

門
学
校

化

が
通
俗
的

啓
蒙

主
義

者

た
ち

に
よ

っ
て
唱
え

ら
れ

て

い
た

(
そ
し

て
こ
れ

は
、
後

の
世
紀

の
ド

イ

ツ
に
お
け

る
啓

蒙
主
義

の

一
つ
の
イ

メ
ー
ジ

で
あ

る
)
。
カ

ン
ト
が

行

っ
た

こ
と
は

、
時
代

が
求

め

て

い
た

有
用
性

の
原
理

(
そ

れ
は
政

治

的
原

理
と
結

託

し

て

い
た
)
に
対

し

て
、
そ

の
核

心

部
分

に
哲

学

部

を
お

い
て
真

理

の
原
理

(
そ
れ

は
口
三
く
。
邑

【舘

の
原

理

に
内
在

し

て

い
た
)
を
対

置

さ
せ

た

こ
と

で
あ

り
、
さ

ら

に
そ
れ

を
制

度
と

し

て
第
三

の
権
威

に
位
置

づ
け

て
政
治

的
原

理
か
ら

の
特

別
保
護

区
域

を
形
成

し
よ
う

と
し

た

こ
と
だ

。
も

っ
と

も

そ
れ
は
単

に
保
護

さ
れ

る
だ
け

で
な

く
、
「
す

べ

て

の
学

説
を

と
り

あ

げ

る
権

利
」
(<
閏
も
。。
)

を

有

し

て
、
政
府

に

「
忠
告

㊧

。婁

盲

αq)」

し
、

い

つ
の
間

に
か
哲

学

部
が

上
級

学
部

に

な

る
こ
と

が

予
想

さ

れ

て

い
る

(≦

H-ω
い
)。

し

か
し

な
が

ら
、

こ
れ

は
啓

蒙

論
文

に
お
け

る

理
性

の
射

程

で

あ

つ
た

「
読
書

人

世
界

」
が
、
制
度

と

い
う

鮒
限

を
受

け

て
成

立
し

う

る
も

の
で
あ

る
。
カ

ン
ト

が
ケ

ー

ニ
ヒ

ス
ベ

ル
ク
か
ら

ベ

ル
リ

ン

に
思

い
を
馳

せ

て
参

与

し
よ
う

と

し

た

「
読

書

人
世
界

」
は
、
宗

教

11
政
治

に
関
わ

る

こ
と

に
よ

っ
て
禦

肘
を

加
え

ら

れ
、
政

治
的

原
理

と

=
疋
の
妥
協

を
す

る

こ
と

に
よ
り
保
護

を
獲
得

し
な
け

れ
ば
な
ら

な
か

っ
た

。
大

学

が

国
家

の
良

心

と
な

る

可
能
性

も

、
学

問

の
単

な

る
サ

ン
ク
チ

ュ
ア
リ

ー
と

な

る
可

能
性

も
、
す

べ
て
こ

の
カ

ン
ト

の

議

論

に
基
づ

い
て

い
る

の

で
は
な

い
だ

ろ
う

か

。
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※
本

文
中

の
カ

ン
ト
の
著
作

か
ら

の
引

用
箇
所
及

び
参
照
箇

所
は
、

性

批
判
』
を

除
き

、

ア
カ
デ
ミ
ー
版

の
巻
数
と

ペ
ー
ジ
数

で
示
す

。

『純
粋
理

注(
一
)

カ

ン
ト
は

ヘ
ル
ダ
ー
や

ハ
ー

マ
ン
な
ど

に
批

判
さ

れ
る
だ

け

で
な

く
、

い
わ

ゆ
る
啓
蒙

の
定

義

の
多

く
が

カ
ン
ト

に
帰
せ
ら
れ

て

い
る
に
も
か

か
わ
ら

ず
、

一
七
八

一
年

の

『純
粋
理
性
批

判
』

出
版
以
後

、

メ
ン
デ
ル

ス
ゾ
ー

ン
、

エ
ー
バ
ー

ハ
ル
ト
、
ニ
コ
ラ
イ
な
ど

の
啓

蒙
主
義

の
代
表
者

た
ち
と
も

訣
別

し

て
ゆ
く
。
こ

の
点

は
カ

ン
ト

と
啓
蒙
主
義

を
論

じ
る
と
き

に
見
逃
し

て
は
な

ら

な

い
事

態

で
あ

る
。
ノ
ル
ベ

ル
ト

・
ヒ

ン
ス
ケ

『現
代

に
挑
む
カ

ン
ト
』
石
川

・

小
松

・
平
田
訳

、
晃

洋
書
房
、

一
九
八

五
年
、
三

五

ペ
ー
ジ

以
下
参

照
。

(二
)
社
会
学

者

の
リ

ン
ガ

ー
に
よ
れ
ば
、

ド
イ

ツ
の
知
的
伝
統

の
主
潮

流
は

一
貫

し

て

(英

仏
流

の
)

啓

蒙
主
義

に
対
す

る
反
発

と

し
て
描

か
れ

て

い
る

が
、
カ

ン
ト

は
啓
蒙
主

義

の
名
付

け
親

で
あ

る
に
も

か
か
わ
ら

ず
批
判

さ
れ

て

い
な

い
。
ド
イ

ツ
の
知

識
人
が
本

当

に
嫌

っ
た

の
は
あ
ら

ゆ
る
知
識

に
対
す

る

通

俗
的
な
態

度

で
あ
り

、
直
接

役

に
立

つ
知

識

へ
の
志
向

だ
と

い
う

の
で
あ

る
。

ブ
リ

ッ
ツ

・
K

・
リ
ン
ガ

ー

『読
書
人

の
没
落
-

世
紀
末

か
ら
第

三
帝

国
ま

で
の
ド
イ

ツ
知
識

人
一

西
村
訳

、
名
古
屋
大

学
出
版

会
、

一
九

九

一
年

、

五

三
ー
五
四

ペ
ー
ジ
参

照
。

(三
)

エ
ン
ゲ
ル

ハ
ル
ト

・
ヴ

ァ
イ
グ

ル

「
カ
ン
ト
ー

ケ

ー

ニ
ヒ

ス
ベ
ル

ク

の
空
」

(『思
想
』

岩
波
書

店
、

一
九
九

五
年

七
月
号
)

参
照
。

(四
)

エ
ン
ゲ

ル

ハ
ル
ト

・
ヴ

ァ
イ

グ

ル

「
カ

ン
ト
ー

啓
蒙

の

メ
タ
批
判

」

(『思
想
』

岩
波
書

店
、

「
九
九

五
年
九

月
号
)
参

照
。

(五
)

こ

こ
に
引
用
さ

れ
た

フ
リ

ー
ド
リ

ヒ
ニ
世

の
言
葉

は
次

の
論
文

の
中

で

引
用
さ

れ

て
い
る
も

の
を
訳

出
し
た
も

の
で
あ
る
。
ζ
磐

黛

汐

穴
9
お
も。審
お
o
「

Q
oぞ
「ぎ
7
。。弄三
ε
ユ
ヨ

N
o
ぎ
ぎ

『
血
o
「
〉
=『π
醇

巷
qQ
魑
ス
m
三

二巳

のoP=
訳
『9
ω」
ロ
"

Z
O
【σ
9

震
目
π
ρ
=
GQ
.さ

ミ

§
袋

馬呈

募

ミ
、§
恥
ヒ

O
ぎ

「層
一$
ド

(
六
)

<
G◎
r
「
『
冨
血
「
ざ
げ
ら
O
『
0
3
詔

二
5
(=
昌
O
勺
7
=
O
ωO
で
三
ρ
目
0
4
Φ
'5
α
O
O
汚
⊆
ヨ
O
β
再琵

刀
OO
冨
ヨ
"
一り
oQ
α曹
Qg
b
8
P
⑳

(七
)

ケ
ー

ニ
ヒ

ス
ベ
ル
ク
が

ア
リ

ス
ト

テ
レ
ス
主
義

の
牙
城

と
な

っ
て

い

っ

た
発
端

は
、
=
恥ヨ
≦
αQ
≦
㎞島
Φぎ

恥毒

(
=
ハ
}
二

～
四
七
)
が

」
六

三
八
年

に

マ
ギ

ス
タ
ー
と
な

り
、
一
六

四
六
年

に
は
ギ

ム
ナ
ジ

ウ
ム

の
校
長

と
な

つ
て

ア

リ

ス
ト

テ
レ

ス
哲

学

の
解
釈

者
と

し

て
活
躍

し
始

め
た

こ
と

で
あ

る
。

<
q。r

≦

≦
毎
鼻

O
紺
§
竃
躇
o
蕾

恥
息
袋
奪
ミ
、象
§
ミ
こ

ミ
N
侮ぎ

ミ

、
犠
ミ

》
§

ミ
、
§
偽
層

の.=
q
「

(八
)

ア
リ

ス
ト

テ

レ
ス
主

義
と
ピ

エ
テ
ィ

ス
ム
ス
と
ヴ

ォ

ル
フ
主

義
と

の
関

係

に

つ

い
て
は
次

の
論
文

が
有
益

で
あ

る
。
福
谷
茂

「
カ

ン
ト

と

く形
而

上
学

の
戦
場
V
」
(浜
田
義
文

編

『カ

ン
ト
読
本
」
法
政
大

学
出
版

、

一
九

八
九
年

)
。

(九
)

〈
αQ
r
≧
寄
o
血
く
9
σ。ρ
O
霧
o
臼
αQ
oσ
§
o。
=
鼠

〉
⊆
匿

野
毎
α。
ヨ

勺
『。島

05
」
目

寄

譜
魯

ミ

ミ

誉
鼻
ミ
、§
恥
▽譲

「島
8
浸

oQ
魯
8
三
品
ず
-譲
儀
o「σo
ヨ

一ミ

N

の.
一畠

9

(
一
〇

)

Z
o
「冨

「【
箪

蕊
『
o
■
エ
砂

ミ
翁

軸旨
婁

§

・§

。。
団
bコ
馬
ミ
譜

恥
審

、
b屡
馬
ミ

、§
簿

§

§

糞

誉

き
、ミ

忌
o膏

〉
邑

勉
αQρ
O
隠
§

。・冨
9

一
遷
9

ψ
い
■

(
=

)

Z
o「σ窪

露
諺
汚
ρ
。
σ色
.
の

匹
三
魯
量

α・
を

参

照
。

(
=

})
赤

沢
元
務

「O
ゴ
「
.ト

マ
ジ

ウ

ス
ー

一
六

八
七
年

の
講
義

案
内

書
1
」

(千
葉

工
業

大
学

研
究
報
告

人
文

編
第

二
四
号
、

一
九

八
七
年
)

に
よ

る
。

(
一
三
)

マ
ッ
ク
ス

・
フ
ォ
ン

・
ベ
ー

ン

『ド
イ

ツ
十

八
世
紀

の
文
化
と

社
会
」

三
修
社

、
飯

塚
他
訳

、

一
九

八
四
年

、

ニ
ペ
ー
ジ

。

(
一
四
)

カ

ン
ト
自
身

は
こ

の
区

分
を

=

般
的

慣
習

に
従

っ
て
」
(≦
=

Q。)

い
る
と
述

べ
て

い
る
。

(
一
五
)
「哲
学

部
」
に
属
す

る
学
科

(】)o
B
「8
ヨ
。
ロσ
と
し

て
カ

ン
ト
は
、
歴
史
、

地
理
学

、
学

的
言
語
学

、
人
文
学

、
純
粋

数
学
、
純
粋
哲

学
、
自

然
と

道
徳

の

形
而
上

学
を

例
と
し

て
挙
げ

て

い
る

(≦

〒
N
。。
)。

日
本
語

で
は
、

む
し
ろ

「文

学
部
」

と
訳

す

べ
き

か
も

し
れ
な

い
。

(
一
⊥ハ
)
≦
=
70
一∋
O
=
ヨ
Oざ

Q
馬隔霜
ミ
ミ
恥、鳶

吻O
》
、ミ
馬嵩
層
匂ロ
m昌
α
一く
雪
◎

〉

コ̀
"
αQO

這
8

冒
く
雪
α
o弓
8
0
胃
卿

力
ε

「oo
三
〇
α
丹雪

α。
睾

⊆民

N
量

9
曽
ψ
ω
O
oQ.

(
一
七
)
デ
ィ
ル
タ
イ

『
フ
リ

ー
ド
リ

ヒ
大

王
と

ド
イ

ツ
啓

蒙
主
義

一
村
岡

訳
、
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創

文
社
、

昭
和
五
〇
年

、

=

九

ペ
ー
ジ
。

(
一
八
)
こ

の
点

に

つ
い
て
は
、
拙

論

「
カ
ン
ト

の
啓
蒙

思
想
と

大
学

論
」
(『社

会

哲
学

の
領

野
」
晃

洋
書
房

、

一
九
九

四
年
)
参

照
。

(
一
九
)
『学
問

的
方
法

で
論
じ

ら
れ
、
も

ろ
も

ろ
の
学
問

や
人
生

の
用

に
役

立

づ

理
性
哲
学

な

い
し
は
論
理

学
』
山
本

・松
家

訳
、
神
戸
大

学
大
学

院
文
化

学

研
究
科

「文
化
學
年

報
」
第

一
五
号
、

一
九
九

六
年
、

=
一ニ

ペ
ー
ジ
)

(二
〇
)

ト

マ
ジ

ウ

ス
の

「学
者
共

和
国
」

に

つ
い
て
は
次

の
論

文
を

見
よ
。

赤

沢
元
務

「9

「.炉
r
蓉

o≦
研
究

・序
」
(千
葉

工
業
大
学
研

究
報
告

人
文

編
第

二
八
号
、

一
九
九

一
年

)
。

(二

一
)
匹
。匿
a

〈
§

O
器
巨

o
戸
b
賊恥
Q
題
ミ
音
魯
ミ
W
譜
、
善
§
ミ
ミ
、"
コ
。・警
0
5

這
O
α
の
巻
末

の
リ

ス
ト

に
よ

る
。

(二
二
)
ド
イ

ツ
語

の
9

。・
αQ
oヨ
9
器

≦
鵠
窪

は

ヵ
o茗
σ
芽

と

同
義
語

で
あ

る
。

(二
三
)
Z
o
吾
o再
≡
蕊
貯
P
oσα
.
ω
・い
ω
O
「

(二
四
)

こ

の
引

用

は
、
O
ロ
o巨

Φ
コ
の
著
書

(Oσ
(r
ω
'いP
)
に
お
け

る
ゴ

ツ
ト

シ

ェ
ッ
ト
か

ら
の
引
用

に
よ
る
。

(二
五
)

∪
=巴
∋
。p
o9
'o。
.軌P

(二
六
)
.
<
oQ
一.刀
o
葺
げ餌
己

ロロ
「帥コ
島
丘
N
=
∋

》
oo
貯
鉱
再
」
o門
「
国オ
5
胃
讐
oコ
^̂」
罠

内
貸ミ

ぎ

、魯
ミ
§
偽
§
噛しq
§
貸
ト
「
o=
詞
ζ
⑦三
〇「
く
〇
二
p
o。』

りoQ
メ
o。
.ω
q
.

(二
七
)

ヵ
帥『
o。
oぎ
営
貫
蜜
§
斜
q
ミ
竃
ヨ

§

§

翫
鍵
鳶
ぎ
、b
龍
寄
嵩
翫
ミ
瓢
§
§
-§

職

亀
隔鷺
ミ
ミ
馬
ミ
帯

ミ
ミ
§
ミ
、
さ

嵩
登

勺
o櫛o
「
冨

5
α。曽
一〇
8
一
ψ
一〇ミ

刀
餌
開
6り
2
σ
餌o
互

ぎ
巴
ヨ
三
〇
昌o
昌
巴
。。
Oo
鴇
一〇
ヨ
ρ
内
⇔三
ロ
内
g
No
で二
〇=
く
oコ
聾
器
ρ
⊂
三
く
o「の姦
;

ロ
位

室
「9
0・
一罠

≧
蒔
恥
§
職
ミ

園

§
らミ
ミ
謙
、
、
ミ
、8
§
ミ
魯
「
「δ
島
δ
7
刷
「o
∋
ヨ
磐
昌

く
o『冨
o。
'
一遷
♪
寓
o
『二

.

(二
八
)

し
か
し
、

理
性
が

こ
う

し

て
保
護

さ
れ

る
と

い
う

こ
と
は
、

理
性
自

ら
の
制

限
も

し
く
は
縮
小

化
で
は

な

い
だ

ろ
う

か
。
カ

ン
ト

の
歴
史
的

コ
ン
テ

ク
ス
ト
と
は
独

立

に
、
ヤ

ス
パ
ー

ス
は
そ

の
事
態
を
次

の
よ
う

に
言

い
表
し

て

い
る
。
「大
学

は
制
度

と
し

て
の
み
世
界

の
な
か

に
存

立
す

る
。
大
学

の
理
念

は
制
度

に
お

い
て
そ

の
身

体
を
得

る
。身

体
は
そ

こ
に
理
念

が
実

現

さ
れ
る
程

度
に
応

じ
て
、
そ

の
価

値
を

も

つ
。
身

体
は

、
理
念
が

そ
れ
を
見

放
す
と
き

無

価
値
に
な

る
。
し
か
も
凡

ゆ
る
制

度
は

、
理
念

に
弾
力
あ

る
順
応

と
制
限

の
余

地
を
あ
た
え

な
く

て
は
な

ら
な

い
。理
念

は
決

し

て

く理
想

V

の
か
た
ち

に
具

象

化
さ

れ
る
こ
と

は
な
く
、
あ
く

ま

で
も

運
動

し

つ
づ
け

る

の
で
あ

る
。
し
た

が

っ
て
大

学

に
は

、
理
念
と

、
制
度
的

・
団
体
的

現
実

化
の
も

つ
欠
陥
と

の
間

に
、
不
断

の
緊
張

が
あ

る
」

(
『ヤ

ス
パ
ー

ス
選
集
一

H
、
森
訳

、
理
想
社
、
昭

和
三
〇
年

、

=
二
七

ペ
ー
ジ
)
。

(二
九

)
シ

ェ
ル

ス
キ

ー

「大
学

の
孤
独
と

自
由
』
田
中

・阿
部

・
中
川
訳

、
未

来
社
、

一
九
七
〇

年
、

一
八

ぺ
ー
ジ
。

(三
〇
)

シ

ェ
ル

ス
キ

ー
、

同
書
、

一
九

ペ
ー
ジ
。

(=
=

)

シ

ェ
ル

ス
キ

ー
、

同
書
、

二

一
ぺ
ー
ジ
。

(三
二
)

シ

ェ
、ル

ス
キ

ー
、

同
書
、

三
六

～
四
九

ペ
ー
ジ
。
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  Der eigentliche Endpunkt von,, Grundlage der gesamten 
               Wissenschaftslehre " 

                               Toshio NENOHI 

  DerAusgangspunktder„GrundlagedergesamtenWissenschaftslehre" istbekanntlich 
die Tathandlung. Und in Hinsicht auf ihren Endpunkt nimmt man allgemein an, daB die 
hauptsachliche Erorterung des Werkes schon im §5 zum Schluf3 kommt, wahrend die 
folgenden sechs Paragraphen nur das System der Triebe darstellen. Aber Fichte erwahnt 
am Anfang des §6 eine Metaphysik and eine ursprungliche Realitat. Das bedeutet, dal3 
es sich von nun an um diese Themen handelt. 

  Indem er in §§ 6,7 and 8 das Streben, den Trieb and das Gefiihl erortert, zielt Fichte 
oder das betrachtende Subjekt im §9 auf die Vereinigung mit dem betrachteten Ich. 
Dabei fiihlt das letztere sich durch das Nicht-Ich begrenzt. Gerade da liegt der Grund 
aller Realitat, and dieser ist nichts anderes als die ursprungliche Realitat, die Fichte in 
diesen Paragraphen zu erreichen strebt. Hier findet nun die,,Grundlage der gesamten 
Wissenschaftslehre" ihren eigentlichen Endpunkt. 

  Und von diesem Punkt ist die Wissenschaftslehre 1801/02 nicht so weit entfernt. 
Denn das Ich der ersten Wissenschaftslehre ist schon „fur sich fur sich selbst" and 
,,geschlossen" da. Diese Begriffe drUcken bereits den Standpunkt der Ietzteren aus.

Von der Leserwelt zur institutionalisierten Gelehrtenrepublik 
   -Kants Versuch, die Vernunft zu institutionalisieren-

                              Kiichiro FUKUDA 

  Kants Abhandlung Was ist Aujkldrung? wurde in der Berlinischen Monatsschrift im 

Jahre 1784 veroffentlicht. Sie war eine der leitenden Zeitschriften der deutschen 

Aufklarung im 18. Jahrhundert. Zeitschriften spielten damals eine sehr wichtige Rolle 
zur Entwicklung der sogenannten ,Lesenvelt" . Auf gleiche Weise wurde auch eine 

Weltder Offentlichkeit geschaffen, in der Philosophen, Denker, AnhangerderAufklarung 

etc. als Schriftsteller zu „rasonnieren" and ihre Meinungen frei zu auBern versuchten. 

Die Autoren der Zeitschriften wurden auch fur Gelehrte gehalten. Kants Schriften in 

den Zeitschriften reprasentieren seine Absicht, an der ,Leserwelt" teilzunehmen and 

diese zu entwickeln. Kant begrundete nicht nur seine kritische Philosophie, sondern 

schrieb auch viele Beitrage zur Berlinischen Monatsschrift. Konigsberg, wo Kant sein 

ganzes Leben verbracht hat, war eine grof3e, aber abgelegene Stadt, was die Aufklarung 
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betrifft. Im Vergleich damit war Berlin ein Zentrum der deutschen Aufklarung. Kant 

stand in regem Briefwechsel mit Schriftstellern, Wissenschaftlem and Aufklarern in 

Berlin. 

  Seine Schriften uber die Religion erschienen auch in der Monatsschrift and wurden 

spater als Religion innerhalb der Grenzen derblof3en Vernunft publiziert. Aber sie wurden 

am Anfang von der Obrigkeit unter dem preuBischen Absolutismus zensiert and seine 

weiteren religionswissenschaftlichen Abhandlungen schlief3lich verboten. Im Anschlul3 

daran versuchte er im Streit der Fakultaten (1798), seine Idee von der Universitat zu 

begrunden; er stellte den spezifischen Standpunkt der philosophischen Fakultat fest. Er 

behauptet bier, daB es eine andere Republik an der Universitat geben kann. Diese von 

der politischen Macht (Zensur) freie Republik kann seiner Theorie nach als eine andere 

Seite der aufklarerischen Vernunft ausgelegt werden. Die ,Lesenvelt", deren Mitglieder 

die Vernunft frei and dffentlich gebrauchen konnen, beschrankt sich bei Kant auf die 

Universitat and verandert sich zur institutionalisierten ,Gelehrtenrepublik". Die 

Universitat wird bei ihm neuerdings als Institution der Vernunft gezeigt.

De la distinction de ]'amour chez Descartes

Seiji MUTO

  Alors que Descartes a declare, dans la lettre dont 1'adresse nous reste inconnue 

(peut-titre au P.Mesland) (AT.IV-34850, 1645 on 1646?), que l'amour, la haine, 
]'affirmation, le doute, sont de veritables modes dans ]'esprit, it a affirme, dans Les 

Principes de la Philosophie (AT.VIII-1-23, Pr.I-48), que l'amour, ainsi que la colere, 

etc., ne doit point titre attribue a fame seule, ni aussi au corps seul, mais a I'etroite union 

qui est entre eux. 
  Si nous jetons un coup d' ceil sur ces deux textes, nous remarquerons qu'il y a la 

contradiction manifeste entre eux. Car le meme mot d'amour est a la fois employe 

comme mode etant attribue seulement a I'esprit, et comme emotion prenant sa source 

dans ]'union de Fame aver le corps. 

  Ces opinions contradictoires nous semblent disparaitre a ]'aide de la distinction de 

]'amour que Descartes a propose dans la Iettre bien connue a Chanut du I" Wrier 1647 

(AT.IV-60017). Mais, comme nous le verrons ci-apres, cela West pas simple. Car 

Descartes a etabli d'autres distinctions de I'amour, par consequent si Ion n'examine pas 

la relation reciproque entre elles, on ne pourra suffisamment comprendre les realites de 

]'amour qu'il veut decrire. 

  Pour examiner la difference entre ces deux amours dont nous avons pane ci-dessus,
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