
『
全

知

識

学

の

基

礎

』

の

到

達

点

子

野

日

俊

夫

序
フ
ィ

ヒ

テ
の
初
期

の
代

表
的

著
作

『全

知

識
学

の
基

礎
』
(
以
下

『基

礎
』
)

は

、
事

行

(目
p
9
碧

亀
き

G。
)
を

も

つ
て
、
言
わ

ば
華

々
し

く
論

述

が
開

始
さ

れ

る
。
し

か
し

そ

の
有

名

な
冒
頭

に
比

べ
て
、
一

体

そ
れ
が
ど
う

い
う
結
論

を
も

っ
て
終
わ

る
の
か
と

い
う

点

に
関
し

て
は
余

り
注

目
も

議
論

も

さ
れ

て

い
な

い
。

一
体

こ
の
著
作

で

は
、

結

局
ど
う

い
う

と

こ
ろ
ま

で
探
究

が
進

む

の
か
。
何

が

そ
の
最
終

到

達

点

で
あ

る

の
か

。
従

来

の
研
究

は

こ

の
点

に

つ
い
て
は

、
こ
の
著

作

が

餌
ま

で
あ

る

に
も

か
か

わ

ら
ず

、

影
ま

で

に
本
来

的

な
議

論

　
　
　

は
済

ん

で
お
り

、
そ
れ
以

下

は
半
ば

付
録

的

で
あ

る
、
と
考

え

る
。

た
と

え
ば

、
ヤ

ン
ケ
は
、
影

の

「自

我

は
、
自

己

に

よ

っ
て
定
立

さ

　
　
ヒ　

れ

る
と

し

て
自

己
を

定
立

す

べ
き

で
あ

る
」
(H恥
§

と

い
う

「
絶

対

　　
　

　　
　

的
反

省

の
命
題
」
が

『
基
礎
』
の

「
最
終

定
式

」
で
あ

る
、
と
す

る

。

ま

た

バ
ウ

マ
ン

ス
で
は

、
妬

か
ら

最
後

の
餌
ま

で
を

一
つ

の
ま

と

ま
り

と

み
な

し

て
、
そ

こ
で

は

「
フ

ィ
ヒ

テ
の

そ
れ

ま

で
の
、
全

て
を
媒

介

す

る
努
力

と
当

為

の
理
論
を

そ

の
抽
象

性

か

ら
解

き
放

　　
　

ち

、
行

為

と

認
識

の
具
体

的
理

論

へ
と
移

行

さ
せ

る
試

み
」
が
な

さ

れ

て

い
る
、
と

見

る
。
つ
ま
り

は

そ
れ
ま

で

の
内

容
を

単

に
応

用

し

た
箇
所

と

い
う

わ

け

で
あ

る

。

ロ
ー

ス
の

フ
・イ
ヒ

テ
概
説

書

で
は
単

純

に
、

飾

か
ら

釦
ま

で
を
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「
諸
衝

動

の
体
系

の
た
め

の
さ

ら
な

る
演
繹
」
と

し

て

一
括

し
、
そ

の
箇

所

の
解

説

は
省
略

し

て

い
る
。

確

か

に
飾
か

ら
凱
ま

で

の
表
題

を
見

て
い
く
と

、

飾
第

三
定

理

「
自
我

の
努
力

の
中

に

、
同
時

に
非

我

の
反
努

力

.
が

定
立

さ

れ
る

。
こ

れ
は
前

者
と

均
衡

す

る
」

劉
第

四

定
理

「
自

我

の
努
力

、
非

我

の
反

努
力
、

そ

し

て
両

者

の
均
衡

が
定

立

さ
れ
ね

ば

な
ら

な

い
」

銘
第

五
定
理

「
感

情
自

身

が
定
立

さ

れ
規
定

さ

れ
ね
ば

な

ら
な

.

い
」鈴

第

六
定

理

「感

情

は

さ
ら

に
規

定

さ

れ
限
局

さ
れ

ね
ば

な
ら

な

い
」

脚
第

七
定

理

「衝

動
自

身

が
定

立

さ
れ
規

定

さ
れ
ね

ば

な
ら

な

い
」餌

第
八

定
理

「諸

感
情
自
身

が
反
定

立
さ
れ

得
ね
ば

な
ら
な

い
」

と

な

っ
て

お
り
、

自
我

の
超

越

論
的

構
造

の
解
明

と

い
う

こ
と

を

『
基
礎

』
の
主
題

と

す

る
な
ら
ば

、
そ
こ

で

の
内

容

は
付

録
的

な

事

柄

で
あ

る
よ
う

に
も
見

え

る
。
し

か
し
注

目
す

べ
き

こ
と

に
は

、

影

の
冒
頭

で
は
次

の
よ
う

に
語

ら

れ

て

い
る

の

で
あ

る

。

「
ま
ず

最

初
に
方

法

に

つ

い
て
若

干
述

べ
よ
う

。
知

識
学

の
理

論

的

部
門

で
は
、
わ

れ
わ

れ
に
は
も

つ
ば

ら
認
識

す

る
こ
と

が
問

題
と

な

る

が
、

こ

こ

[実
践
的
部
門
]
で
は

認
識

さ

れ
る
も

の
が
問

題
と

な
る

。
先

の
部

門

で
は
あ

る
も

の
が

ど

の
よ
う

に
定

立

さ
れ

、
直
観

さ
れ
、
思
惟

さ

れ

る
か
を

わ
れ
わ

れ

は
問
う

た

が
、
こ

こ
で

は
何

が

定

立
さ

れ
る

か
を
わ

れ
わ

れ
は

問
う

。
し
た

が

っ
て
知

識

学
が

物
自

体

に

つ

い
て

の
想
定

さ
れ
た
学

問
と

し
て

の
形
而

上
学
を

や
は
り
持

つ
べ
き

だ
と

し
た

な
ら
ば

、
そ

し
て

そ
う

し

た
形
而

上
学

が
知

識
学

に
要
求

さ
れ

る

の
だ

と

し
た
な

ら
ば
ハ
知
識
学

は

そ

の
実

践
的

部
門

を

指

し
示

さ
ね
ば

な
ら
な

い
で
あ

ろ
う

。
こ

の
部
門

の
み
が

、
次
第

に
詳

細

に

明

ら

か

に

な

る

よ
.う

に

、

根

源

的

実

在

性

(
。
ぢ

。

ξ
。。箕
冒
¢q
=
oげ
σ
労
窪
野
巴

に

つ
.い
て
語

る

の

で
あ

る
」

(Hb
◎◎
い
ご

。

'
こ

の
書
き

方

は
明

ら

か

に
、

こ
れ

か
ら

そ

の
根

源
的

実
在

性

に

つ
い
て
探
究

し

て

い
こ
う

、
と

い
う

フ
ィ
ヒ

テ
の
意
図

を
表

し

て

い

る
。
彼

が

こ

の
よ
う

に
節

の
冒

頭

で
方

法

に

つ
い
て
述

べ
る
例
と

し

て
は

、
他

に
餌

(
理
論

的
部

門

の
全
体
)
が
あ

る
。
そ

こ
で

は

「
わ

れ
わ

れ

の
道

へ
と

踏

み
だ
す
前

に
、
そ

の
道

に

つ
い
て
簡
単

な

反
省

を

し

て
お

こ
う

」

(一
』
P
ω
)
と

い
う

言
葉

か
ら

始
ま

っ
て
、

理
論

的

部
門

の
探
究

・叙

述

の
方

法

の
基
本

的
形
態

が
述

べ
ら

れ

る

の
で
あ

る
。
そ

れ
と

同
様

に

.
こ
の
賄

の
冒
頭

で
形
而

上

学
と

か
根

源

的
実
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在
性

と

か

に

つ
い
て
語

る
の
は

、
こ
れ
ら

が
そ
こ

か
ら

の
探

究

の
主

題

で
あ

る

こ
と
を

示

し

て

い
る

、
と
言

え

る
。
こ

の
よ
う

に
言

っ
て

お
き

な
が

ら
、

そ

の
課

題
と

真
剣

に
取
り

組

ま
な

い
と

い
う

こ
と

は
、
到

底
考

え

が
た

い
。
そ
し

て
も

し

フ
ィ

ヒ

テ
が
実

際

に
そ

れ
を

真
剣

に
遂

行

し

て

い
る
と

し
た

な
ら
ば

、
ど
う

し

て
こ

の
部

分
を
単

な
る
付

録
的

な
も

の
と

し
て
片

づ
け

て
し
ま
う

こ
と

が

で
き
よ
う

。

わ

れ
わ

れ
は

そ
う

し
た
見

通

し

の
上

に
立

っ
て
、
本
論

で
、
こ

の

飾
以

下

の
議
論

に
注

目
し
、
そ

こ
に

こ
そ

こ
の
書

の
真

の
結

論
的

部

分
が

あ

る
、
と

い
う

こ

と
を
明

ら

か
に

し
た

い
。

し

か
し
飾
か

ら

『基
礎
』
の
最

後

の

餌
ま

で
、
こ

の

「根

源
的

実

在
性

」
の
探
究

が

さ
れ

て

い
る

の
か
と

い
え

ば

、
わ

れ
わ

れ

の
考

え

で
は

そ
う

で
は

な

い
。
脚
の
冒

頭

で
は
、
次

の
よ
う

に
言

わ

れ
て

い

る
。「

今

感
情

を

規
定

し
解

明
し

た

の
と

同

じ
よ
う

に

、
衝
動

も

ま
た

規
定

さ

れ
ね

ば

な
ら

な

い
。

な
ぜ

な
ら

そ

れ
は
感

情

と
密

接

に
関

わ

っ
て
い
る
か

ら

で
あ

る
。
こ

の
解

明
を

通
じ

て
わ
れ

わ
れ

は
さ
ら

に
前

進

し
、
実

践

能
力

の
内
部

に
領
野
を

獲
得

す

る
」
(一.ω
O
ご
。

つ
ま
り

そ

こ
か
ら

は
衝
動

論
が

始
ま

る

の
で
あ
り

、

そ

の
議

論

に
よ

っ
て
得
ら

れ

る
の
は
、
実
践
的

能
力

の
内

部

の

一
領
野

と
さ
れ

る
。
そ
し

て
こ

の
脚
と

凱

こ
そ
が

、
飾
か

ら
釦
ま

で

に
関
し

て

一
ま

と

め

に
し

て
言

わ

れ
る

こ
と

の
多

い

「
諸
衝

動

の
体

系
」

(郡

P
q
)

の
部
分

な

の

で
あ

る
。

し
た

が

っ
て
わ

れ

わ

れ

の
こ

こ
で

の
議
論

は
、

テ
キ

ス
ト

の
翻
ま

で
に
限

定

さ
れ

る
。

し
か

し
わ

れ
わ

れ

は
飾
以

下

の
議
論

に
立

ち

入

る
前

に
、

そ
も

そ
も

こ

の

『
基
礎

』
が
ど

の
よ
う

な
点

か

ら
出
発

し

、
影
ま

で
に

ど

の
よ
う

な
地
点

に
ま

で
到
達

し

て

い
る

の
か

の
あ
ら
ま

し
を
、
簡
単

に
見

て
お
き

た

い
。

第

一
節

『基
礎
』
の
影
ま

で
の
基
本
的
事
項

さ

て
周

知

の
よ
う

に
、
『
基
礎

』
は

「
全

て

の
人
間

的
知

の
絶
対

的

に
第

一
に
し

て
、
端

的

に
無

制
約

原
則

」
(這

一)
を
探

究

す

る
こ

と

か

ら
始

ま
る

。
こ

こ
に

は
周
知

の
よ

う

に
、
学

問
は

唯

一
の
最
高

原

則

の
上

に
築

か
れ
ね

ば
な

ら
な

い
と

い
う

、
ラ
イ

ン
ホ

ル
ト

の
企

て

に
同
調

し

つ
つ
そ

の
不
十

分
を

克
服

し

よ
う

と
す

る
意

図

が
あ

る
。
も

つ
と

も

こ

の
、
唯

一
の
最

高
原

則

の
上

に
知
識

学
を

打
ち

立

て
よ
う

と

い
う

構
想
自

体

は
、
後

に
こ

の
書

の
欠

陥
と

し

て

フ
ィ
ヒ

テ
白
身

に
よ

っ
て
自
覚

さ

れ
る

の

で
あ

る
艇

。
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し
か

し
と
も

か

く
も

こ

の

『
基
礎

』
で
は
、
そ

の
最

高

原
則
と

は

「事

行

(円
讐
冨

昌
巳
ロ
昌
α。
)
」
を

表

現
す

る
も

の
と

さ

れ
る
。

フ
ィ

ヒ

テ
は
、
表
象

を
根

元
的

と
す

る

ラ
イ

ン
ホ

ル
ト

の

「
意

識

の
命
題

」

を

批
判

し

て
、
「
表
象

を
産

出
す

る
た
め

の
、
精

神

の
必
然

的

に
思

　　
　

惟

さ

れ
る
行

為

の
仕
方
」
こ

そ
が

、
す

べ
て

の
知

の
活

動

の
根

元
で

あ

る
、
と

考
え

た

の
で
あ

っ
た
が
、
そ
れ

こ
そ
事

実

(]UP
一ω9
0
げ
O
)
と

区

別

さ
れ

る
事
行

な

の
で
あ

る

。

こ

の
事

行

は

「
全

て

の
意

識

の
根

底

に
あ

る
」
(
固b
一
)
も

の
で

あ

っ
て
、
「
自

体
的

に
意

識

の
事

実

で

は
な

い
も

の
」
(・
匿

.)
で
あ

る
。
し

か
し

わ

れ
わ
れ

は
、
「
全

て

の
意
識

の
基

底
と

し

て

の
か

の

事

行

が
、
必

然
的

に

思
惟

さ
れ
ね

ば
な

ら

な

い
」
(
。げ
e

と

い
う

こ

と

を
、
反

省

(
ヵ
o
自
。
ζ
o
昌
)
に
よ

っ
て
認

識
す

る

の
で
あ

る
。
事
行

自
体

は
意

識

さ
れ
う

る
も

の
で

は
な

い
。
そ
れ

を
反
省

に

よ

っ
て
命

題

化

し
た
も

の
が

第

一
原
則

な

の
で
あ

る

。
知
識

学

は
こ

こ
で

は
、

本
来

意
識

に
昇
ら
な

い
も

の
を
命

題
と
し

て
提

示
す

る
と
こ

ろ
か
ら

出

発

し

て

い
る

の

で
あ

る
。
こ

の
よ
う

に
、
事

行

そ

の
も

の
と
第

一

原
則

と

は
区
別

さ
れ

る

べ
き
も

の
で
あ

る
こ
と

、
あ

る
意
味

で
第

一・
〆

原

則

は
事

行

の

「
現
象

」
で
あ

る
こ
と

を
、
わ
れ

わ
れ

は
ま
ず

心

得

て
お
く

べ
き

で
あ

ろ
う

。

さ

て

そ

の
第

一
原
則

を

フ
ィ
ヒ

テ
は
、

「
A

は

A

で
あ

る
」

と

い
う

、
誰
も

が

承

認
す

る
命

題

(「
経
験

的
意

識

の
事

実
」
)
か
ら

出

発

し

て
導

き

出
す

。
す

な
わ

ち
、
詳
細

は

こ

ご
で
は

省
略

せ
ざ

る
を

得

な

い
が
、
そ

の
命
題

を
判

断
す

る
働
き

の
根
底

に
、
必

然

的

に
自

我
.の
自

己
定

立

の
あ

る
こ
と

を
示
す

の
で
あ

る
。
そ

の
自

我

の
自

己

定

立
を

表
現
す

る
も

の
と
し

て
フ
ィ

ヒ
テ
は
幾

つ
か

の
表

現
を
提

示

し

て

い
る
が

、
「
こ

の
事

行

の
記

述
を
知

識

学
.の
先
端

に
置
く

べ
く

考

え

る
な

ら
ば

、
そ

れ
は
次

の
よ
う

に
表

現

さ
れ
ね

ば
な

ら

な

い
で

あ

ろ
う

」
(押
℃
◎◎
)
と
語

っ
て
、
「
自

我
は
根

源

的

に
そ

れ
自

身

の
存

在

を

定

立
す

る
」
(o
σ
e

と

い
う

命

題
を

掲
げ

て
い
る

の

で
、
こ
れ

を

第

一
原
則

と
呼

ん
で
よ

い
で
あ

ろ
う

。

こ

の
第

一
原

則

で
問
題

と
な

る

の
が
、
こ

の
自

我

の

「
絶
対

性

」

に

つ
い
て
で
あ

る
。
「
自

我

は
端
的

に

、
自
我

が

そ

れ

で
あ

る
と

こ

ろ

の
も

の
で
あ

る
」
(。
げ
e

と

か

「
自

我

は
、
自
我

が
存

在
す

る

が

故

に
端

的

に
存

在
す

る
」
(。
げ
e

と

か

い

っ
た

こ

の
節

の
記

述
は

、

こ

の
自
我

を
あ

た
か
も
絶
対

者

で
あ

る
か

の
よ
う

に
考
え

る
解
釈

を

歴

史
的

に
し
ば

し
ば

許

し

て
き

た

。
そ
し

て
現

に
、
「
第

一
原

則

の

絶

対
我

」

(江

O
り
)
と

い
う

表

現

が

フ
ィ
ヒ

テ

に
よ

っ
て
な

さ
れ

て

い
る

。
し

か
し

こ

れ
は
、
フ
ィ

ヒ
テ
n
身

が

.言
・82
と

こ

ろ
の

、
自

R
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を

「
絶
対

的

主
観

に
よ

る
反
省

の
客

観
」
(同曜ミ

)
と

し

て
考
え

る
誤

り

を
犯

す

こ
と

に
な

る
。
す

な
わ
ち

、
「
自
我

は
自

己
意

識

に
達
す

る
前

に
何

で
あ

っ
た

の
か
」
と

い
う

、
フ
ィ
ヒ

テ
に
投
げ

か

け
ら

れ

る
で
あ

ろ
う
問

い
に
対

し

て
彼

は
次

の
よ
う

に
応
じ

る

の
で
あ

る
。

そ
う

し

た
問

い
は
絶
対

的
な

主
観

の
立
場

を
仮

定
し

て
、
そ
こ
か

ら

自

我

に
意

識
な

し
に
も
存
在
す

る
あ

る
基
体

を
付
与

す
る

こ
と

か
ら

生

じ

る
問

い
で
あ

り
、
知

識
学

の
前
提

で
あ

る
自
己
意

識

の
立
場

を

放

棄

し

て

い
て
、
そ
こ
か

ら

は
答

え
え

な

い
の
で
あ

る
。
フ

ィ
ヒ

テ

が

用

い
て

い
る
絶

対
我

と

い
う

語
を

絶
対

者

と

し

て
理
解

す

る
者

も

、
ま

さ

に
こ

の
混

同
を

行

っ
て

い
る

の
で
あ

る
。
す
な

わ
ち

、
上

の
よ
う
な

性
質

を
持

つ
自
我
を

基
体

化
し

て
し
ま

う

の
で
あ

る
。
自

我

を
基

体
化

し

な

い
で
、
あ
く

ま

で
も
自

我

の
行
為

と

し

て
、
能

動

と

し

て
と

ら
え

ね
ば
な

ら
な

い
。

あ
る

い
は

こ
う

い
う

言

い
方
も

で
き

る
か
も

し

れ
な

い
。
事

行

を

思
唯

に
お

い
て
表

現

し
た
も

の
が
第

一
原
則

で
あ

つ
た
。
そ

の
点

で
、
第

一
原
則

の
主

語

で
あ
る
絶

対
我

は

は
じ

め
か
ら

、
意

識
そ

の

も

の
を

形
成

す

る
も

の
と

し

て
で
は
な

く
、
あ

く
ま

で
も
意

識

に
お

い
て
定

立

さ

れ

る
思

惟

の
事

柄

、
概

念

と

し

て
あ

る

の
で
あ

る
。

「
意

識

は
唯

一
で
あ

る
。
し
か

し

こ

の
意

識

の
中

に
絶

対
我

が

不
可

分

と
し

て
定

立

さ
れ

て

い
る
」
(押
=
O
)
と

い
う

言

い
方

も

さ
れ

て

い
る
。
こ
め

意

識

の
中

に
定

立

さ
れ
る

絶
対

我
は

何

よ
り
も
概

念

と

　ム

し

て
あ

る
わ

け

で
あ

る
。

し
か

し
ま

た
、
こ
こ

で
の
絶
対

我

を
、
単

な
る
完

結

し

た
自

己
意

識

と

し

て
解
釈

す

る
こ
と

も
正

当
と

は

い
い
が
た

い
。
な

ぜ
な

ら
、

後

に

こ

の
第

一
原

則
と

ほ
ぼ
同

じ
内
容

を

表
現

す

る
「
自
我

は
自

己

自

身

を
端

的

に
定
立

す

る
」
と

い
う

命

題

の
自

我

が

、
実

は
実

践
的

理
念

に
他

な

ら
な

い
こ
と

が
判

明
す

る

の
で
あ

る
が

(Hb
司

)
、
そ

の
こ
と

を

さ
し

お
く
と

し

て
も

、
第

一
原

則

は
あ

く
ま

で
も
事

行
を

表

現
す

る
も

の
と
し

て
あ

る
の

で
あ

り
、
事
行

は
意

識

に
は
昇

り
え

な

い
事

柄
な

の
で
あ

っ
た
。
こ

の
第

一
原

則

の
自
我

に
も
、
そ

の
点

が
反

映

さ
れ

て

い
る
べ
き

で
あ
り

、
そ

れ
を

単

に
自

己

関
係
的

な
自

己
意

識

の
自
我

と

の
み
解
釈

す

る

の
は

、
こ
う
し

た
含

み
を

切
り
捨

て
て
し

ま
う

こ
と

に

つ
な

が
る

こ
と

に
な

る

の
で
あ

る
。
自

己
意

識

の
中

に
表
れ

出

て
く

る
元

の
も

の
が
問

題

で
あ

る
、
と

わ

れ
わ

れ
は

考

え

る
。

さ

て
続
く

凱

で
は
、

「
非
A
は

A
で
な

い
」
と

い
う

、
こ
れ
も

誰

も

が

承

認
す

る
経

験
的

意

識

の
事

実

か

ら
第

二
原

則
、

「
確

実

に
、

自

我

に
対

し

て
端

的

に
非

我

が
反
立

さ

れ

る
」
(仁

O
轟
)
が

得
ら

れ

、
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そ
し

て
周
知

の
よ
う

に
蜀

で
、
こ

の
自
我

の
自
己

定
立

と
非
我

の
反

立

と

い
う

、
両
原

則

の
対
立

を
解

消
す

る
た

め

に
、
「
自

我

は
自
我

の
中

に

、

可

分

的

自

我

に
対

し

て

可

分

的

非

我

を

反

立

す

る

」

(仁

一〇
)
と

い
う
第

三

原
則

が
求

め
ら

れ
る

。

ヤ

こ

こ
で
注
意

し

な
け

れ
ば

な

ら
な

い
の
は
、

こ
の
第

三
原

則
は

い
ま
だ

蓋
然

性
し

か
有

さ
な

い
、
と

い
う

こ
と

で
あ

る

。
さ
ら

に
言

え

ば

、
こ
こ

で
の
三

つ
の
原
則

の
全

て
が
、
真
理

を
表

現
し

て

い
るコ

　
　

と

い
う

よ
り

も
、
そ

こ

に
真
理

が
含

ま
れ

て

い
る
と

い
う

「
確
信
」

を
表
明

す

る
も

の
な

の
で
あ

る

。
真
理

は
、
そ

の
全
き

姿

に
お

い
て

は
、
い
ま
だ

表

れ
出

て
は

い
な

い
の
で
あ

る
。
理
論

的
部

門

の
最
後

近
く

で
、
「今

ま

で
わ

れ
わ

れ

は
、
何

よ
り

も
ま
ず

知
識

学

へ
の
入

口
を
獲

得
す

る
た

め
に
従
事

し

て
き

た

の
だ
。
つ
ま
り

疑

い
え

な

い

事

実

を
指

し
示

す

こ
と

が
で
き

る
た

め

に
」
(一b
P
N
)
と

言
わ

れ

て

い
る
。
フ
ィ

ヒ
テ

の
考

え

で
は
、
単

に
三
原

則
が

提
示

さ
れ

た
か

ら

と

い

っ
て
、
知

識
学

の
内
実

は
ま

だ
何

ら
得

ら
れ

て

い
な

い

の
で
あ

る
。さ

て

『基

礎
』
の
叙
述

は
、
こ

の
第

三
原
則

か
ら

、
そ
れ

ぞ
れ

理

論
的

部

門
と
実

践

的
部

門
と

の
根

本

命
題

と

な

る
命

題

を

取
り

出

し
、

両
部

門
を

こ

の
順
序

で
展

開
す

る
わ

け

で
あ

る
。

理

論
的

部

門
は

、
「
自

我

は
自
己

を
、
非

我

に
よ

っ
て
限

定
さ

れ

る
と

し

て
定

立
す

る
」

と

い
う

「
蓋

然
的

に
立

て
ら

れ
た
命

題
」

(

H
b
6
)
を

分
析

し

て

こ

の
中

に
対
立

的

矛
盾

を
発

見
し

、
そ

の
解
消

の
た
め

に

新
た

な
概

念
規

定

を
導

入

し

て
ま

た
新

た

な
命

題

を
立

て
、
次

い
で
そ

れ
に
た

い
し
て
ま

た

同
様

の
分
析

を

お

こ
な
う

、
と

い
う

形

で
進
行

す

る

。
た
と
え

ば

最
初

に
、
自

我

は

一
方

で
非

我

に

限

定
さ

れ

る
が
、
他
方

自

己
自
身

を

限
定
す

る
、
と

い
う

矛
盾

が

見

い
だ

さ

れ
、
そ

の
解
決

が
図

ら
れ
る
。
そ

れ
は

「
交

互
限

定
」
.と

い

う

概
念

の
導

入

に
よ

る

の
で
あ

る
。
さ
ら

に
作

用
性

、
実

体
性

、
独

立
的

活
動

な
ど

の
概
念

が
導

入

さ
れ

て
、
同
様

の
手

続
き

が

次

々
に

積

み
重
ね

ら
れ

て

い
く

わ
け

で
あ

る
。
そ

の
詳

細
を

究
め

る
議

論

の

内

容
に

わ
れ
わ

れ
は

こ

こ
で
は
立

ち
入

る

こ
と

は

で
き

な

い
が
、
最

終
的

に

は
産
出

的
構
想

力

に
よ

る
統

一
作

用

に
よ

っ
て
、
自

我
と

非

我

の
統

一
が
達

成
さ

れ

る
こ
と
と

な

る
。
こ

こ

に
お

い
て
は

じ
め

て

「
必
当

然
的

確
実

性

」
(一b
一
。。
)
が
得

ら

れ
る
。
そ

し

て
ま

た
、
出

発

点

に
お

い
て
は
ま
だ
自

我

に
対

し

て
何

の
実
在
性

も
持
た

な
か

っ
た

非

我

に
、
実

在
性

が
要

請

さ
れ

る
に

い
た

る
。
こ

の
こ
と

が

理
論

的

部

門

の
重

要

な
成

果
と

な

る

の
で
あ

る

。
と

い
う

の
も

、

そ
れ

に

よ

っ
て
初

め

て
、
実

践
的

部
門

の
基

本
命

題

の

「
自

我

は
、
非

我

を
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限
定

す

る
と

し
て
、
自

己

を
定

立
す

る
」
が
意
味

の
あ

る
も

の
と
な

る
か

ら

で
あ

る
。

そ

の
実
践

的
部

門

は
餌
か
ら

翻
ま

で

で
構

成

さ
れ

て
お
り
、
脚
以

下
は

こ

こ
で

は
取

り
上

げ

な

い
こ
と

は
先

に
述

べ
た

。
飾

か
ら

鈴

ま

で
が
、
わ
れ

わ
れ

が
焦
点

を
当

て
よ
う
と

す

る
箇
所

で
あ

る
。
影

に
関

し

て
は
、
要

点
を
述

べ
る
に
と
ど
め

る
。

実

践

的
部

門
は

、
第

三

原
則

か
ら
得

ら

れ
る
命

題

の
も
う

一
方

、

す

な
わ

ち

「
自
我

は

、
非
我

を

限
定
す

る
と

し

て
、
自

己
を

定
立

す

　　
こ

る
」
と

い
う

命

題
か

ら
出
発

す

る
。
そ

の
中

に
主

要
反

立

、
す

な
わ

ち

知
性

と
し

て

の
自

我
と
絶

対
我

と

の
間

の
対

立
を
見

て
、
こ

の
克

服

を

目
指

す

の
で
あ

る
。
こ
こ

で
も
絶

対
我

と

は
、
「
こ

の
意

識

の

中

に

不
可
分

と

し

て
絶

対
我

が
定

立

さ
れ

て

い
る
」
(ζ

一〇
)
と

言

わ
れ

た
と
き

の
そ
れ

で
あ
り

、
「
現
実

的
意

識

の
中

に
与
え

ら

れ
て

い
る
自

我
」

(一b
刈
刈
)
で
は

な

い
。

つ
ま

り
絶

対

我
は
意

識

の
中

に

概

念
、
あ

る

い
は
後

の
言
葉

で
言
え

ば

理
念
と

し

て
あ

る
わ

け

で
あ

り

、
決

し

て
意

識

そ
れ
自
体

に
お

い
て
絶
対

我

が
存
在

す

る

の
で
は

な

い
こ
と

は
、
先

に
見

た
通

り

で
あ

る
。
し

か
し

ま
た

そ
れ

は
わ

れ

わ

れ

に
と

つ
て
必

然
的

な
概

念

で
あ

る
。

こ

の

矛

盾

の
解

決

の

た

め

に

導

入

さ

れ

る

の

が

、

努

力

(ω
訂
o
σ
o
⇔
)
と

い
う

概
念

で
あ

る

。
そ

れ
は
非

我

に
対

し

て
原

因

で

あ

ろ
う
す

る
努

力

で
あ
り

、
し

か
し
原

因

で
は

あ
り

え
な

い
も

の
で

あ

る
。
影

の
前

半

で
は
、
そ

れ

の

「
間

接
的

証

明
」
(嵩

↓
一
)
が
な

さ

れ

る
。
す
な

わ
ち

、
も

し
努

力
を

仮
定

し

な

い
と

、
知

性
と

し
て

の

自
我

と
絶

対
的

存
在

と

し
て

の
自

我
と

の
矛

盾

が
解

消

さ
れ
な

い
。

で
あ

る

か
ら

、
.努

力

の
存
在

を
仮

定

し
な

け

れ
ば

な
ら

な

い
。
し
か

し
、
こ

の
努
力

と

い
う

絶
対

的
原

因
性

の
要

求

は
直
接

に
生

成
的

に

証
明

さ
れ

る
必

要

が
あ

る
。
そ

れ
を
お

こ

な
う

の
が

飾

の
後

半

で
あ

る
。と

こ

ろ
で
努

力
と

は
客
観

へ
と

自

己
を

超

え

て
出

て

い
く
活
動

で
あ

る

か
ら

、
そ

れ
が

可
能

で
あ

る

た
め

に
は

、
「
自

我

が
自
己

自

身

か

ら
外

へ
出

て

い
く
根

拠

」
(。
げ
e

が
自

我
自

身

の
中

に
示
さ

れ

ね
ば

な
ら

な

い
。
そ

の
た

め
に
は
自

我

の
中

に
異

質

な
も

の
を
見

い

だ

す

こ
と

が

求

め
ら

れ

る
が

、
自

我
と

は

活
動

に
他

な

ら
な

い
か

ら
、
そ

の
異
質

な
も

の
と

は
、
自
我

の
活

動

に

お

い

て
異

質

な
も

の

で
な

け
れ

ば
な

ら

な

い
。
と

こ

ろ
で
自
我

は

、
単

に
自

己
を
定

立

す

る
ば

か
り

で
な

く

、
「
そ
れ

は
自
己

を

、
自

己
自

身

に

よ

っ
て
定

立

さ
れ

る
と

し

て
定

立
す

べ
き

で
あ

る
」
(
同b
く
轟
)
。

こ

こ

に
自

我

の

活

動

の
、
異

な

る

二
方
向

が
見

い
だ

さ

れ
る

。
す

な

わ
ち

こ

の
自

己
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定
立

す

る
自

己
自

身
を

反
省
す

る
活

動

に
お

い
て
、
一
方

で
は
あ
く

ま

で
も
無

限
を
充

た
そ
う

と
す

る
遠
心

的
活

動

が
存

在
す

る
が

、
し

か

し
そ

の
活
動

の
方
向
は

あ
る
地
点

で
反
転

さ
せ
ら
れ
求
心

的
活
動

と

な
る

。
こ

の
自

我

の
活

動

の
求
心

的
方
向

に
、
フ
ィ

ヒ
テ

は
自

我

に
と

っ
て
異
質

の
も

の
を

認
め

る

の
で
あ

る
。
そ
し

て

こ
の
自
我

の

反
省

構
造

の
中

に
、

原
因
性

へ
の
努

力

の
根

拠

が
存
す

る

の

で
あ

る
。
つ
ま
り

反
省
す

る
こ
と

に
お

い
て
自

我

の
遠
心

的
活
動

は
限

局

さ

れ
る
わ
け

で
あ

り
、
そ

こ

に
外

か
ら

の
影
響

の
可

能
性

が
開

か
れ

る
。
し
か
も

あ
く
ま

で
も
自

我

は
全
実

在
と

し

て
見

い
だ

さ
れ

る
こ

と

を
要

求
す

る
。
そ
こ

に
原
因
性

へ
の
努
力

の
根
拠

が
存
す

る

の
で

あ

る
。
こ

の
よ
う

に
し

て
、
「
自

我

は
自
己

を
、
自
己

自
身

に
よ

つ

て
定

立

さ

れ

る
と

し

て
定

立

す

る
」

と

い
う

「
二
種

類

の
定

立

」

(一b
q
ひ
)
か

ら
、

努
力

が
生
成

的

に

証
明

さ
れ

た
こ
と

に
な

る
。

そ

し

て
そ

れ

に
よ

っ
て
、
「
求

め

て

い
た
、
自

我

の
絶
対

的
本

性
と
実

践
的

本
性

と
知
性

的

本
性

と

の
間

の
合

一
点

」
(Hb
刈
q
)
が
得

ら

れ

る

。
絶
対

我

は
こ

こ
に
、
無

限
を

満

た
そ
う

と
す

る
実

践
的

要
求

に

対

し
て
置

か

れ

る
べ
き

理
念

、
と

い
う

位

置
づ

け
を

得

る

の

で
あ

る
。こ

う

し

た
文

言

に
よ

つ
て
、

い
か

に
も

こ

の
書

で
の
探
究

の
結

末

が

こ
こ

に
あ

る

か

の
よ
う

に
見
え

る
わ

け

で
あ

る
。
し

か
し

な
が

ら

、
続

く

飾
の
冒

頭

に
は
、
最
初

に
見
た

よ
う

な

、
新

た

な
探

究

の

開

始
を

告
げ

る
文

言

が
登

場
す

る

の
で
あ

る

。
わ

れ
わ

れ

は
、
以

下

そ

れ
ら

の
箇
所

に

つ
い
て
、
こ
れ
ま

で
よ
り

は
少

し
詳

し
く

そ

の
内

容
を
検

討

し
、
そ
れ
が

果

し
て
本
当

に
根

源
的

実
在

性

を

目
指

す

も

の
で
あ

る
か

ど
う

か
を

見

て

い
き

た

い
。

第
二
節

緬
以
下
の
、
根
源
的
実
在
性

へ
の
歩
み

ま
ず

最
初

は
肇

の
議
論

を
受

け

て
、
そ

こ

で
登

場

し

た
努

力

に

関

し
て

さ
ら

に
考

察

が
進
め

ら

れ
る
。
す

な
わ

ち
自

我

の
努
力

に
対

し

て
非

我

の
反
努
力

が
存

在

し
、
な
お

か

つ
両
者

は
均
衡

を

保

つ
、

と

い
う

こ
と

が

述

べ
ら
れ

る
。
つ
ま

り
自

我

の
努
力

は
無

限

で
あ

る

べ
き

で
あ
り

、
し
か
も

決
し

て
原
因

性
を
持

ち

え
な

い
も

の
で
あ

る

・

が
、
こ
れ

は
そ

れ
と
均

衡
す

る
非
我

の
反
努

力

を
仮

定

し

て
は
じ

め

て
成

り

立

つ
こ
と

な

の
で
あ

る

。
な
ぜ

か
と

言
え

ば

、
そ
れ

は
以

下

の
よ
う

に
し

て
で
あ

る
。
努
力

と

は
原
因

で
あ

ろ
う

と

し

て
実

際

は

そ
う

で

は
な

い
も

の

で
あ

る
か

ら
、
ま
ず

そ
れ

に
は
活

動
性

が
、
力

が
備

わ

つ
て

い
な

く

て
は
な

ら
な

い
。
そ
う

で
な
か

っ
た
ら

、
原

因
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と

な
る
可
能

性

が
初

め
か
ら

な

い
こ
と

に
な
る

。
ま

た
原
因

で
あ

ろ

う
と

し

て
そ
れ

が
実
現

し
な

い
と

い
う

こ
と

は
、
努
力

が
限

局
さ

れ

て

い
る

こ
と
を
意

味
す

る
。
と

こ

ろ
で

こ
の
限
局

は
努
力
自

身

に
よ

る

こ
と

は

で
き

な

い
。
努

力
自
身

が
自

己
を

限
局

し

て

い
る
と

し
た

ら
、
そ
れ

は
も

は
や
原

因
性
を

目
指
す

こ
と

さ
え

で
き
な

い
か
ら

で

あ

る
。
そ

れ

で
努
力

は
、
そ

の
力

に
対

抗

す

る
別

の
力

に
よ

っ
て
限

局
さ

れ
ね
ば

な
ら

な

い
。
し
か

し

こ
の
反
立

さ
れ

る
力
も

原
因
性

を

持

つ
こ
と

は

で
き
な

い
。
な
ぜ

な
ら

も
し

そ
う

だ
と

し
た

ら
、
そ
れ

は
努
力

の
存

在
を

否
定

す
る
も

の
と

な
る

か
ら

で
あ

る

。
し

た
が

つ

て

こ

の
反

立

さ
れ

る
力
も

ま

た

一
つ
の
努

力
、
反

努
力

で
あ
る

。
ま

た
両
者

が
均
衡

を
保

た

な

い
と

し
た
ら

、
ど
ち

ら

か

一
方

が
他
方

を

圧
倒
す

る

こ
と

に
な
る

が
、
そ
の
場
合

自
我

の
努
力

も
非
我

の
反

努

力

も

、
も

は

や
努
力

で

は
な
く

な

っ
て
し
ま

う

。
し

た
が

っ
て
両
者

の
間

に

は
均
衡

が
保

た
れ

る

こ
と

に
な

る
の
で
あ

る

。

こ

の
よ
う

に
努

力
は

原
因
性

を

目
指
す

が
、
非

我

へ
と

か
か
わ

る

も

の
と

し

て
は
、
定

立

さ
れ
え

な

い
。
も

し
そ

れ
が
実

現

し
た
と

す

る
な

ら
ば

、
そ
れ

は
も

は
や
努
力

で
は
な

い
。
し
た

が

っ
て
こ

の
原

因
性

は
自

己

へ
も

ど

っ
て
た
だ
自

己

を
産

出

し
う

る

の
み

で
あ

ろ

う

。
こ

の
、
確

定

さ
れ
限

定
さ

れ
あ

る
確
実

な
も

の
と

な

っ
た

、
自

己

を
産

出

す

る
努

力

を
、
フ
ィ
ヒ

テ
は
衝

動

(目
比
o
げ
)
と
名
付

け

る
。

衝
動

と

は

つ
ま
り

、
よ

り
自
覚

的
と

な

っ
た

努
力

と
考

え

る

こ
と

が

で
き

る
。

さ

て
自

我

の
努

力
は

、
先

程
見

た
よ
う

に
、
非

我

の
反
努
力

が
定

立

さ
れ

な
け

れ
ば
定

立
さ

れ
な

い
し
、
そ
し

て
両

者

は
均
衡

を
保

た

な

け

れ

ば
な

ら
な

い
。
そ

こ

で
さ
ら

に
、
「
そ
れ

が
定

立

さ
れ

る
こ

と

に
よ

っ
て
、

何

が
自
我

の
中

に
自

我

に
よ

っ
て
定

立

さ

れ

る

の

か
」

(Hb
o。
ゆ
)
が
次

に
問

わ

れ
ね

ば
な

ら
な

い
。

自

我
は

一
方

で
無

限
を

充
た
そ
う

と
努

力
す

る
わ
け

で
あ

る

が
、

他
方
先

に
見

ら

れ
た

よ
う

に
、
自
我

に

は
ま

た
自

己
自
身

を

反
省
す

る
と

い
う
法

則
と

傾
向

が
あ

る
。
し
か
し

自

我
が

自
己

を
反
省

し
う

る

た
め

に
は

、
こ
の
衝

動

が
限
局

さ

れ
ね

ば
な

ら
な

い
。
そ

の
と

き

に
反
省

へ
の
傾
向

は
充

た

さ
れ
、
実

在
的

活

動
す

な
わ

ち
非

我

の
定

立
、

へ
の
衝
動

は
制

限

さ
れ

る
。
「
衝

動

に
よ

っ
て
自
我

は

さ
ら

に

先

へ
と

駆
り

立

て
ら

れ
る
が

、
反
省

に
よ

っ
て
自
我

は
制

止

さ
せ
ら

れ

る
し

、
ま

た
自

己
を
制

止
す

る
」
(o
げ
e

の
で

あ

る
。
こ

の
衝
動

と
反

省
と

が

一
つ
に
合

す

る
と

、
拘
束

(N
≦
き
。。
)
と

し

て
、

不

可

能

(Z
一〇
『
一ー囚
α昌
昌
O
昌
)
と
し

て
表

出
さ

れ

る
。
そ

こ
で

は
、
あ
く

ま

で

も
先

へ
進
も

う
と

す

る
努

力
が

存
在

す

る

の
で
あ

る
が

、
そ
れ
が

で
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き

な

い
状

態

に
あ

る
。
そ

の
際

に
自
我

(私
)
を
限

局
し

て
い
る

も

の
は
私

の
中

(言

日
ε

で

は
な
く

外

に
あ

る
と

さ
れ

ね
ば

な

ら
な

　
　
ニ

　
い
。
そ

れ
が

私

の
中

に
あ
る
と

し

た
ら
、
そ
も

そ
も

努
力

と

い
う

も

の
が
存
在

し
え

な

い
か
ら

で
あ

る

。
し

て
み

る
と

こ

の
状

態

は
、
先

の
、

自
我

の
努

力
と

非
我

の
反

努
力

と

の
均
衡

に
他

な
ら

な

い
。

こ
の
不

可
能

の
、

自
我

に
お
け

る
表

出

は
感
情

と
呼

ば

れ

る
も

の
で
あ

る
。
し
か

し
こ

こ
で
感

情
と
呼

ば

れ

る

の
は
、
決

し

て
普

通

の
情
動

的

な
意
味

で

の
そ
れ

で
は
な

い
。
無
神

論
論

争

に
関
連

し

て

一
七
九
九
年

に
執

筆

さ
れ
た

未
発

表

の

『
想
起

、
答

弁

、
質

問
』

の

中

で

フ
ィ
ヒ

テ
は
、
神

へ
の
わ

れ
わ

れ

の
信

仰
が

そ
れ

に
基

づ

く
と

こ

ろ
の
感
情

に
関

し

て
、
感
情

に

は
感

性
的

と
知
性

的
と

の
二

つ
が

あ
り

、
今

は
後

者

の
こ
と

を

問
題
と

し

て

い
る

の
だ

、
と

語

っ
て

い

　ニ
じ

る

。
こ
こ

で
言
わ

れ
て

い
る
感

情
を

、
そ

の
ま

ま

こ

の
知

性
的

感
情

で
あ

る
と

し

て
よ

い
か

ど
う

か

は
疑

問

で
あ

る
。
後

ほ
ど

見

る
よ
う
r

に

「
満

足

」
「
不
満

足
」
と

い
う

要
素

を
も

つ
か
ら

で
あ

る
。
し

か

し
少

な

く
と
も

そ

れ
は
、
「
あ

る
特

定

の
、
他

の
諸

感
情

か

ら
区

別

さ

れ

る
べ
き

感
情
」

(焉

O
O
)
な

の
で
あ

る
。

こ
う

し

て
自

我

の
努

/

力
と
非

我

の
反
努
力

と

の
均
衡

は
、
必

然
的

に
自
我

の
中

に
感
情

と

し

て
表

れ
る

の

で
あ
る

。

さ

て
感
情

を

こ

こ

で
導

出

す

る

に
際

し

て
、

外
部

の
限
局

者

が

前
提

さ

れ

て

い
る
わ
け

で
あ

る
が
、
そ
う

す

る

の
は
あ

く
ま

で
も

理

論

的

な

「
説
明

」
(一b
。。
り
)
の
た

め
な

の

で
あ

っ
て
、
実

際

に
は

そ

の
限

局
者

と

は

、

「
人

が
自

ら

の
力

に

よ

っ
て
、

自

ら

の
法

則

に

従

っ
て
自

分

で
産
出

し

た
も

の
」
(
一b
8

)
に
他

な

ら

な

い

の
で
あ

る
。
要

は
自

我

に
衝

動
が

存
在

し

、
し
か

も

そ

れ
が

限

局
さ

れ

て

い

る
、
と

い
う

こ
と

で
あ

る
。
そ
し

て
自
我

が

衝
動

し
そ

れ
が

限
局

さ

れ

れ
ば

、
そ

の
限

局
す

る
も

の
は

い
か

に
も
自

我

の
外

部

の
も

の
と

感

じ
ら

れ

る
が
、
そ

の
感

じ

て

い
る
と

い
う

こ
と

は
あ

く
ま

で
も
自

我

の
内

部

で
の
事
柄

な

の

で
あ

り
、
限
局
す

る
も

の
も

や
は

り
自
我

の
内

に
あ
る

の

で
あ

る

。
こ
う

し

て
非
我

は
自

我

の
内

へ
と

組
み

込

ま

れ

て

い
き

、
「
自
我

が
自

己

の
内

に

い
つ
か
現

れ

る

こ
と
と

な

る

全

て

の
も

の
を

、
自

我

が
自
己

の
外

へ
と

出

て

い

っ
て
循

環

を
犯
す

こ
と
な

く

、
展

開
し

う

る
と

い
う

こ
と
、
お

よ
び

そ

の
こ
と

を
ど

の

よ
う

に
展

開
し
う

る
か
」

(駕

◎◎
O
)
が
理

解

さ

れ

る
よ
う

に

な

る
の

で
あ

る
。
そ
し

て
ま

た
他
方

で
は
、
哲
学

的

考
察

の
対

象

で
あ

る
自

.

我

と
、
考
察

す

る
哲

学
者

の
自

我
と

が

、
や

が

て
合

一
す

べ
く
徐

々

に
接

近

の
方
向

に
あ
る
、
と

い
う
点

も

こ
こ

で

の
議

論

の
基

本
的
方

　
　
　
り

向

で
あ

る

。
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こ

の
よ
う

に

し

て
努
力

か
ら

あ

る
感
情

が
生
ず

る

こ
と

が
明

ら

か
と
な

る
。
つ
ま
り

努
力

は
あ
く

ま

で
も
無
限

を
充

た

そ
う

と

い
う

努
力

で
あ

る
が

、
そ

れ
は

限
局

さ
れ

、
そ

こ

に
感
情

が
生

じ

る
。
そ

の
際

、
自

己
を

反
省

す

る
と

い
う

、
自

我

の
も
う

一
つ
の
傾

向
、
法

則

は
満

た
さ

れ
る

が
、
他
方

で
あ
く

ま

で
も
限

界
を
超

え
出

て

い
こ

う

と
す

る
衝
動

の
不
満

足

が
残

る
。
こ
こ
で

の
感

情

に
は

こ
う

し

た

満

足
と

不
満

足
と

が
含

ま

れ
る

の
で
あ

る
。

さ

て
自

我

が
自

己
自

身
を

反
省

す

る
と

き

、
自

我

が
限
局

さ
れ

て

い
る
こ
と

が
そ

の
前

提

と
な

る
わ

け

で
あ

る
が
、
こ
こ

で
重

要
な

こ
と

は
、
そ

の

「
限
局

さ

れ

て

い
る
」
と

い
う

事

態
は

あ
る

可
能
的

観

察
者

に

と

っ
て

の

こ
と

で
あ

っ
て
、

ま

だ
自

我
自

身

に
赫

し

て

(h辞

ω一〇
げ
09⑳
一げ▼Qo一)
で
は

な

い
、
と

い
う

こ
と

で
あ

る
。

す
な

わ
ち

「
限
局

さ

れ
て

い
る
」
と

い
う

こ
と
が
、
ま

だ
外

部
か

ら
観
察

さ

れ

て

い
る

の
で
あ

る
。
そ
れ
だ

け
ま
だ

、
自

我

の
立
場

か

ら
す

る
と
自

覚

が

不
完
全

・
不
徹
底

と

い
う

こ
と

で
あ

る
。
自
我

は
ま

だ
完

全

に

は
対

自

的
と

は
な

っ
て

い
な

い
、
と

い
う

こ
と

で
あ

る
。
自
我

は
反

省

す

る
こ
と

に

お

い
て
対

自

的

で
あ

る
が
、
そ
れ
だ

け

で
は
ま

だ

、

自
我

全
体

が
対
自

的

で
は
な

い
の
で
あ

る
。
自
我

の
中

に
そ
う

で
な

い
部
分

が
ま

だ
残

っ
て

い
る

の

で
あ

る

。

そ
こ
で
議
論
は

こ
の
不
徹
底

を
克
服

す

る
方
向

へ
と
向

か

っ
て
い

く

。
つ
ま
吻

完
全

な
対

自
性

へ
と
向

か
う

の
で
あ

る

。
そ

の
観

察
者

が
自

我

の
う
ち

に
取

り
込
ま

れ
ね

ば
な

ら

な

い
。
先

ほ
ど

の
言

い
方

を
す

れ

ば
、
哲
学

的
考

察

の
対
象

で
あ

る
自

我

と

、
考

察
す

る
哲
学

者

の
自

我
と

の
合

一
が
目
指

さ

れ
る

の

で
あ

る
。
「
こ

の
観

察
者

に

わ

れ
わ

れ
は

な

ろ
う

と

思
う

。
す

な
わ

ち

、
自

我
を

定

立
す

る

代
わ

り

に
、
単

に
観
察

さ

れ
る
だ
け

の
生
命

の
な

い
あ

る
も

の
を
定

立

し

よ
う

」
(焉

O
p
)。
そ

の
取
り

込
ま

れ
る

べ
き

観

察
者

の
側

に
わ

れ
わ

れ

11
自

我

が
立

ち
、
観
察

さ

れ

る
側

に
は
、
ま

ず
と

り

あ
え

ず
自

我

の
代
わ

り

に
無
機

的
物

体
を
持

っ
て
く

る

の
で
あ

る
。
つ
ま
り

弾

性

の
あ

る
球

11

A
を
定

立

し
、
そ
れ

が
も
う

一
つ
の
物

体

ーー

B
に

よ

っ

て
抑
え

込

ま

れ

て

い
る
、
と

い
う

状
態

を

想
定

す

る

。

A
、

B

両

者

は
そ

れ
ぞ
れ
内

的
な
力
を

も

つ
て
相

手
を

動
か

そ
う
と

努
力

し

て

い

る
が
、
力

の
均
衡

の
た
め

に
静
止

状
態

に
あ

る
、
と
す

る

の
で
あ

る
。
こ
う

し

た
状
態

は

、
自
我

の
努

力
と

非

我

の
反

努
力

と

が
均

衡

し

て
い
る
場

合
と

同
様

で
あ

る
。
し
か
し
物

体

が
自

己

の
外

に
対

す

る
原

因
性

し
か

持

た
な

い
の
に
対

し
て

、
自

我

で
は

「
自

己
自

身

に

対

す

る
原

因
性

、
す

な
わ

ち
自

己
を

定
立

す

る
原

因
性

、
あ

る

い
は

反

省
能

力

」
(一沁
℃
ω
)
を
有

す

る
。
わ

れ

わ

れ

は
生
命

を

持

た
な

い
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物

体
を
観

察
し

て
い
た

の
で
あ

っ
た
が

、
そ

こ
か
ら

こ
う

し
た
自

我

へ
と
観

察

の
目
を
向

け
代
え

た
と

き
何

が
見
え

て
く

る
だ

ろ
う

か
。

衝

動
と

は

「
内
的

な
、
自
己

自
身

を
原

因
性

へ
と

規
定

す

る
力

で
あ

る
」
(。
σ
e

。

こ
の
原

因
性

が
、
自

我

の
場

合

に
は
単

に
自

己

の
外

の
も

の
に
向
か

っ
て
の
も

の
ば
か
り

で
な
く
、
自

己
自

身

に
対

し

て

も

存
在

す

る
わ

け

で
あ

る

。

こ
こ

で

フ
ィ

ヒ

テ
は
次

の
よ

う

に
語

る
。「

衝

動

は
努

力

す

る
も

の

の
力

そ

れ
自

身

を

限
定

す

べ
き

で
あ

る
。
と

こ

ろ
で
、
反
省

が

そ
れ
を

す

べ
き

こ
と
な

の
だ

が
、
こ

の
力

が
努
力
す

る
も

の
そ
れ
自

身

に
お

い
て
自
己

を
表
出
す

べ
き

で
あ

る

か
ぎ
り

で
、
衝
動

に
よ
る
限

定
か

ら
あ

る
表
出

が
必
然

的

に
帰
結

し

な

け
.れ
ば

な
ら

な

い
。
さ
も

な

い
と
衝
動

が
ま

っ
た
く
存

し

な

い
こ

と

と
な

る

で
あ

ろ
う

が
、
こ
れ

は
仮

定

に
反

す

る
こ
と

に
な

る
。
し

た
が

っ
て
、
衝
動

か
ら

必
然

的

に
、
自
我

の
自

己
自

身

に
対

す

る
反

省

の
行

為

が
帰
結

す

る
」
(魯

e

。

衝
動

は
努
力

す

る
も

の
の
力

と

し
て
あ

る

わ
け

で
あ

る

が
、

そ

の
こ
と
と

そ
の
力
と

が
衝
動
自
身

に
よ

つ
て
限
定
さ

れ
る

べ
き

で
あ

る
。
そ
し

て
こ

の
力

は
努
力

す

る
も

の
そ
れ
自
身

に

お

い
て
表
出
す

べ
き
も

の
で
あ

る
が

、
そ

れ
は
反
省

の
働

き

に
よ

っ
て
な

さ
れ

る
の

.

で
あ

る
。
と

こ

ろ

で
も

し

こ

の
衝
動

に
よ

っ
て
努

力
す

る
も

の
の
力

が
限

定

さ
れ

る
際

に
、
そ

の
力

の
表
出

が

な

さ
れ

な

い
と

し
た

ら
、

力

は
永

久

に
表
出

す

る
機
会
を

失
う

で
あ

ろ
う

。
そ

の
こ
と

は
衝

動

が
存
し

な

い
こ
と

を
意
味

す

る
。
し
た

が

っ
て

こ

の
限
定

に
よ

つ
て

必

然
的

に
あ

る
表

出
が

生
じ
ね

ば

な
ら

な

い
。
し

か
し

そ

の
た
め

に

は
反
省

の
働
き

が

必
要
と

な

る
。
言

い
換

え

れ

ば
、
衝
動

自
身

が
自

覚

を
持

つ
、
と

い
う

こ
と

で
あ

る
。
そ

れ

で
、
「
衝

動

か
ら
必

然
的

に
、

自

我

の
自

己
自

身

に
対

す

る

反
省

の
行

為

が
帰

結

す

る
」

(

o
げ
畠
.)
こ
と

に
な

る

の

で
あ

る
。

フ
ィ

ヒ

テ
は

こ
う

し

た
議

論

に

よ

つ
て
、
努

力
と

反
省
と

が
表

裏

一
体

で
あ

る
こ

と
を

示
す

の

で
あ

る
。し

か

し

こ

こ
で

の
反
省

の
行
為

に

お

い
て
、

自

我

は

そ

の
行
為

を
直

接

意
識
す

る
こ
と

は
な
恥

の
で
、
自
我

は

そ

れ
自

体

と
し

て
は

意

識
さ

れ

る
こ
と

は
な

い
。
た
だ
そ

こ

で
は
内

的
な

衝
動

力

が
感
じ

ら
れ

る

の
で
あ

る

。
自

我

は
自

己
が
衝

動

さ

れ

る
(α。
〇
三
①
げ
魯
)
、
し

か
も
自

己

の
外

へ
と

衝
動

さ

れ
る

の
を

感
じ

る

の
で
あ

る
。

そ
れ

で

は
さ

ら

に
衝
動

そ

れ
自
身

は
、

ど

の

よ
う

に
衝

動

と
し

て
感
じ

ら
れ

る

の
か
。
ま

ず
自

我

に
観

念
的

活

動
と
実

在

的
活

動

の

区

別
が

あ

る
こ
と

を
知

ら
ね
ば

な
ら

な

い
。
前
者

は
自
我

の
内

に
観
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念
を

、
表

象
を

産

出
す

る
活

動

で
あ

り

、
後
者

は
自

我

の
外

の
非
我

へ
の
原

因
と

な

る
活
動

で
あ

る
。
と

こ
ろ
で

当
然

の
こ
と

な

が
ら

、

衝
動

は
後

者

の
実
在

的
活
動

を
規
定

す

る
こ
と

は

で
き

な

い
。
し

か

し
衝
動

に
お

い
て
自

我
は
自
己

の
外

へ
と
衝
動

さ

れ
る
の
を
感

じ
る

の
で
あ

り
、
そ

れ
が

可
能
と

な
る

た
め

に
は

、
観
念

的

に
せ

よ
そ

こ

に
客

観

の
産
出

が
必

要
と

な
る
わ

け

で
あ
り

、
衝

動
は
観

念
的

活
動

を
規

定
.す
る
も

の
で
な
け

れ
ば
な

ら
な

い
。
さ
て
衝
動

が
感

じ
ら

れ

る
と

し

た
ら
、
そ

れ
は
自
我

の
外

に
何
か

を
産

出
し
よ
う

と
す

る
衝

動
と

し

て
感

じ
ら

れ
る

こ
と

に
な

る
が

、
そ

の
た

め
に
は
今

見
た

よ

う

に
観
念

的
活
動

に
お

い
て
衝
動

の
客
観
と

関
わ

る
こ
と
が
な

け
れ

ば
な
ら

な

い
。
し

か
し
そ
う

し

た
観
念
的

活
動

が
可
能

で
あ

る

た
め

に
は

、
実
在

的

活
動

が
限

局

さ
れ

て

い
る

こ
と

、
す
な

わ
ち
自

我

の

活
動

が
実
在

的
と

し
て

は
限
局

さ
れ

て

い
る

こ
と

が
必
要

で
あ

る
。

こ
う
し

た
条
件

が

満
た

さ
れ

て
衝

動

は
感
じ

ら
れ

る
こ
と

と
な

る
。

そ
し

て
そ

の
と

き
、
「
自
我

の
、
あ

る
限

局
さ

れ
た
も

の
と

し

て

の

自
己

に
対

す

る
反
省

」
(嵩

℃
刈
)
が
成

立

し

て

い
る
の

で
あ

る
。
し

か
し

こ

の
反
省

に
お

い
て
、
自

我
は
自

己
自

身
を

意
識
す

る
ま

で
に

至
ら

な

い
の

で
あ

り
、
し
た
が

っ
て
こ

の
反
省

と

は
単

な

る
感
情

な

の
で
あ

る
。

そ
し

て

「
今

や
自
我

は
自

己
を
、
限
局

さ

れ

て

い
る
と

感

じ
る

。

す

な
わ
ち

そ
れ

は
自
己
自
身

に
対
し

て
限
局

さ
れ

て

い
る

の
で
あ

っ

て
、
以
前

の
よ
う

に
、
あ
る

い
は

生
命
を

持

た

な

い
弾
性

的
物

体

の

よ

う

に
、
単

に
外

部

の
観
察

者

に
対

し

て

で
は

な

い
」
(o
げ
昏
)
。
こ

こ

に
は
じ

め
て
哲

学
的

考
察

の
対
象

で
あ

る
自

我
と

、
考

察
す

る
哲

学

者

の
自

我
と

の
合

一
が
達
成

さ
れ

る

の
で
あ

る

。

さ

て

こ
う

し

て
自

我

が
限

局

さ
れ

る
と

き
、

そ

の
活
動

は

廃
棄

さ
れ

る
わ

け
で
あ

る

が
、
も

し
ま

つ
た
く

活
動

が
廃

棄

さ

れ
る
と

し

た
ら

、
そ
れ

は
自

我

の
本
来
的

性
格

に
反
す

る

こ
と

で
あ

る
。
自

我

に

は
そ
う

し

て
限
局

さ
れ

て
も

、
な
お
あ

る
活

動

が

可
能

で
な
け

れ

ば

な
ら
な

い
。
そ

れ
は
自
我

の
絶
対

的
自

発
性

に
よ

つ
て
生
ず

る

の

で
あ

る
。
そ
し

て

こ
の
行
為

が
観
念

的
活

動

に
よ

る
行
為

で
あ

る
こ

と

は
明
白

で
あ

る
。
ど

の
行

為

に
も
そ

の
客
観

が
存

在

す

る
わ

け

で

あ

る
が

、
今

の
場

合
も

ち

ろ
ん

そ
れ

は
自

我

の
う

ち

に
あ

る
。
し

か

し

こ
こ

で

そ

の
う

ち

に
あ

る
も

の
は
、
た

だ
感

情

の
み

で
あ

る
。
そ

れ

ゆ
え

こ
の
観
念
的

活
動
は
必

然
的

に
感

情

へ
と
関

わ
る

こ
と

と
な

る
。と

こ

ろ

で
こ

の
感
情

は
、
自

己
を

限
局

さ

れ

て

い
る
と
感

じ
る
、

そ

の
感
情

で
あ

る
が
、
そ
う

感

じ

て
い
.る
自

己

は
そ

こ

で
反
省

を

お
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こ
な

っ
て

い
る
わ
け

で
あ

る
。
そ
こ

に
反
省
す

る
も

の
が
存

在

し

て

い
る
。
今

こ
こ

で
観
念

的
活
動

が
こ

の
感

情

へ
と
関
わ

る
と

い
う

こ

と

は
、
感

じ

る
も

の

(畠
層
q励
蜀
爵
一〇
口
自
O
)、
反

省
す

る
も

の

へ
と

関
わ

る

こ
と
を

意
味
す

る
。
こ

こ
で

の
自

我

の
行
為

の
客
観

そ
れ
自
身

が

ま
た

あ

る
自

我
的

活
動

で
あ

る

こ
と

に
な
る

。
こ

こ
か
ら
感

じ

る
も

の
そ

れ
自
体

に
自

我
性

が
移

入

さ
れ

る
こ
と

と

な

る
。
「
感

じ

る
も

の
が
、

そ

れ

に
よ

つ
て
自

我
と

し

て
定
立

さ

れ
る
」

(鴬

O
O
)
の
で

あ

る
。
つ
ま

り
感

じ

る
と

い
う
次

元

で
、
主

観
と

客
観

の
同

一
性
が

成
立

し

て

い
る

の
で
あ

る

。
そ

の
自

我

の
中

に
あ

る
も

の
は
衝
動

の

み
で
あ

る
。
衝
動

に
よ

っ
て
自

我

は
感

じ
る

こ
と

へ
と
規
定

さ

れ
る

の
で
あ

る

。
し
た

が

っ
て
ま

た
、
感

じ
る
も

の
ば

か
り

で
な
く

、
感

じ

ら

れ
る
も

の

(自
国
ω
(}
O
h巳
回一一〇
)
も

自
我

と

な

る

の
で
あ

る
。
な
ぜ

な

ら
ば

、
感
じ

る
も

の
が
自
我

で
あ

る

の

は
、
そ
れ
が

自

己
自
身

に

よ

っ
て
規
定

さ
れ

て

い
る

か
ら
で

あ
り

、
こ
こ

で
言
え

ば

自
己
自

身

を
感

じ

て

い
る
か
ら

で
あ

る
。
す

な
わ

ち
感

じ
ら

れ
る
も

の
と

し

て

の
自
我

が
存

在
す

る
わ

け

で
あ

る
。

感

じ

る
も

の
は
そ

れ
が

反
省

す

る
も

の
で
あ

る
限
り

で
は

、
活

動

的

と
し

て
定
立

さ
れ

る

の
で
あ
り

、
感

じ
ら

れ

る
も

の
の
方

は
受

動

的

(一〇
置
o
口
住
)
で
あ

る
。

そ

れ

は
反
省

を
受

け

る
も

の
で
あ

る
。

し

か
し

他
方
感

じ

る
も

の
も
、
そ

れ
が
衝

動

さ
れ

て

い
る
と
感

じ

る

限

り

で
は

、
感
情

に
お

い
て
受

動
的

、
と

し

て
定
立

さ

れ

る
。
こ
う

し

て
感
じ

る
も

の
は

一
方

で
感
じ
ら

れ
る
も

の
と

の
関
係

で
活
動

的

で
あ

り

、
他
方

で

衝
動
と

の
関
係

で
は
受
動

的

と

し

て
定

立

さ
れ

る

の
で
あ

る

。

こ

の
衝
動

は
外

へ
の
衝
動

で
あ

り
、

つ
ま
り

観

念
的

活
動

に
よ

っ
て
非
我

を
産

出

し
よ
う

と

す

る
衝

動

で
あ

る
。

感

じ

ら
れ

る
も

の

の
側

か

ら
言

え
ば

、

そ

れ
も

反

省
す

る

も

の

を

反
省

へ
と
仕

向

け
る

衝
動

に
よ

っ
て
活

動
的

で
あ

る

。
言

い
換

え

る

な
ら
ば

、
反
省
を

自
分

へ
と
向

け

さ
せ

る
と

い
う

点

で
活
動

的

な

の
で
あ

る

。
し

か
し

ま
た

他
方

そ

の
同

じ
関

係

に
お

い
て
、
感

じ

ら

れ

る
も

の
は
反

省

の
客
観

、
反
省

を
受

け

る
も

の
と

し

て
受
動

的

で

あ

る
。
し
か
し

こ

こ
で
自

我
は
自

己
を

感

じ

る
と

し

て
定

立

さ
れ

て

い
る

の

で
あ
り

、
こ

の
反

省

へ
の
反

省

は
も

は

や
生

じ

な

い
。
し

た

が

っ
て
感

じ
ら

れ
る
も

の
が
受

動
的

で
あ

る

の
は

別

の
関

係

に
お

い

て
で
な

け
れ
ば

な

ら
な

い
。
す

な
わ

ち
自
我

は
限
局

さ

れ

る
限
り

で

受

動

的

な

の
で
あ
り

、
そ

の
場
合

限
局

す

る
も

の
は
非
我

な

の

で
あ

る

。こ

こ

に

一
見

矛

盾

す

る
事

態

が
生

じ

て

い
る

よ
う

に
見

え

る

。

つ
ま

り
自

我
は

一
方

で
は
観
念

的
活
動

に

よ

っ
て
非

我
を

産
出

し
て

「全知識学の基礎』の到達点/14



い
る

の
に
、
他

方

で
は
非

我

に
限

局
さ

れ
る

か
ら

で
あ

る
。
し
か

し

観
念
的

活
動

に

よ

っ
て
非
我
を

産
出

す

る
自

我

は
、
そ
れ
自
身

が
衝

動
と

の
関
係

で
受

動
的

と
し

て
定
立

さ
れ

た

の
で
あ

っ
た
。
自

我
は

観
念
的

活
動

に

よ

っ
て
非
我
を

産
出
す

る

の

で
は
あ

る
が
、
そ

の
こ

と
よ
り
も

衝
動

に
よ

っ
て
そ
う

し
た
産

出

へ
と

駆
り
立

て
ら
れ

る
と

い
う
受

動

の
方

が

、
自

我

自
身

に
は
意
識

さ

れ
る

の
で
あ

る

。
「
自

我
は

し
た

が

っ
て
自

己
自

身

に
対
し

て
は
、
非
我

と

の
関
係

で
常

に

受

動

的

で
あ
り

、
自

己

の
活
動

を
意

識

し
な

い
し

、
ま

た
そ

れ
を
反

省

も

し
な

い
」
(團な
O
一
)
。
こ
こ
か

ら

「
物

の
実

在
性

が
感

じ
ら

れ

る

よ
う

に
思

わ
れ

る
」
(oσ
e

事
態

が
生

ず

る

の
で
あ

る
。
つ
ま

り
自

我
は
非

我
と

の
関

係

で
専

ら
受

動
的

に
感

じ

て

い
る

の
で
あ
り

、
物

の
実
在
性

が

そ
こ
で
感
じ

ら
れ

て
い
る
よ
う

に
自

我

に
は
思
え

る

の

で
あ

る
。
し
か

し

そ
こ

で
感
じ

ら
れ

る
実
在

性

と

は
、
そ

の
よ
う

に

感
じ

て

い
る
、
自

己

意
識

を
持

っ
た
自

我

の
実

在
性

で
も

あ

る
。
そ

れ

ゆ
え

「
こ

こ
に
全

て
の
実
在
性

の
根
拠

が
存

す

る
。
わ

れ
わ

れ

が

今

証

明
し

た
よ
う

な
、
感

情

の
自

我

へ
の
関
わ

り

に
よ

っ
て
、
自

我

に
と

っ
て

の
実

在
性

(閃
O
暫
一一一聾
一
h自
『
α
"
oロ
【O
げ
)
が
可

能
と

な

る
。

そ

の
実

在
性

は
自

我

の
実
在

性

(隻
⑦
号
。・
H。
げ
)
で
あ

る
と
と

も

に
、
非

我

の
実
在

性

(自
一〇
住
O
oΩ
ワq一〇
げ
一ーHO
7
)
で
あ

る
」
(o
げ
e

。

そ
し

て

こ

の
よ
う

に
直
観

に
よ

っ
て
で
は
な
く

感
情

に
よ

っ
て
可
能
と
な

る
も

の
と

は
、

信

(O
一四
信
げ
o
)
の
対

象

な

の
で
あ

る

。

第

三

節

到

達

点

に

つ

い

て

の

考

察

わ

れ
わ

れ

は
こ
う

し

て
飾
か
ら

翻
ま

で

の

フ

ィ
ヒ

テ

の
議

論

の

展

開

を

た
ど

っ
た
わ

け

で
あ

る
が

、
そ

の
方

向

を
、
自
我

の
対
自

化

の
完

遂
と

し

て
と

ら
え

る
こ
と

も

で
き

る

。
影
に

お

い
て
、
「
自

我

は
、
自

己

を
定

立
す

る
と

し

て
定
立

す

る
」
と

い
う

形

で
対
自

性

が

出

て
き

た

の
で
は
あ

る
が

、
そ
こ

で
は

ま
だ

考

察
す

る
哲

学

者
は

、

考

察

さ

れ
る
自

我

の
外

に
あ

る
も

の

で
あ

っ
た

。
し

か

し
努

力
、
衝

動

、
感

情

の
考

察
を

通

じ

て
、
徐

々
に
考

察

さ

れ

る
自
我

と
考

察

す

る
哲
学

者

と

の
合

一
が
進

み
、
つ
い

に
は

「
自
我

は
自

己
自
身

に
対

し

て
限
局

さ

れ
て

い
る
」
(鴬

ゆ
」

と

い
う

と

こ

ろ
に
ま

で
至

っ
て
、

両

者
は

完
全

に
合

一
し
、
い
わ

ば
自

我

は
完
全

に
自

我

の
内

に
納

ま

る
こ
と

と
な

る

の
で
あ

る
。
そ

の
事
態

は
も

は
や
対

象

化
さ

れ
な

い

対

自
性

で
あ

り

、
こ

れ
は

一
八
〇

一
/

〇

二

年

の
知

識
学

の
立

場

で

つ

　
り

あ

る

「
対
自

的

な
対

自

(聞
貯

巴
o
『
塗
二

言
げ
)
」

に
当
た

る
も

の
で

　
ヒ
　

　

あ

り

、
ま

た

「
完

閉

性

(O
。
。。
。包
。
ω。。
・
島

9

と

に

通

じ

る

も

の

で

あ
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る
。
そ
し

て
こ

の
よ
う

な
状
態

で
、
感

情

を
介

し

て
全

て
の
実
在

性

の
根
拠

と

出

合
う

の
で
あ

る
。

フ
ィ

ヒ

テ
は

こ

の
鈴
、

す
な

わ

ち

「
根

源
的
実

在
性

」
に

つ
い
て

の
議

論

の
最
終

節

と
わ

れ
わ

れ

が
考

え

る
節

を

終
え

る
に
当

た

っ
て
も
、

こ
こ

で
到

達

さ
れ

た
も

の
が

「根

源

的
実

在
性

」
で
あ

る
と

は

=
言
も

言

っ
て

い
な

い
。
し
か

し

こ
こ

で

「
全

て

の
実
在

性

の
根
拠

」
と

呼

ば

れ
る
も

の
こ
そ

が
、
そ

の
根

源
的

実
在

性
な

の
で
あ

る
。
そ

れ
は
単

に
感

じ
ら

れ

る
し
か

な

コ

ヒ
　

い
も

の

で
あ

る

。
し

か
し

こ

の
感

情
と

は

先

に
も
述

べ
た
よ
う

に
、

決

し

て
情

動
と

し

て

の
そ

れ
で
は

な
く

、
も

は

や
直

観
も

概
念

的
思

惟
も

不

可
能

で
は
あ

る
が
、
し
か

し
精
神

に

あ
る
確

か

な
実
在
性

を

確
信

せ
し

め

る
も

の
な

の
で
あ

る
。
実

に

フ
ィ

ヒ
テ
に
と

っ
て
感
情

は
重

要

な
概

念

で
あ

る
。

こ

こ

で
の
感
情

と

実
在
性
と

の
関
係

に

つ
い
て
、
一
八
〇
五
年

の

知

識

学

の
中

で
次

の
よ
う

に
述

べ
ら
れ

て
い
る
。
「
カ

ン
ト
以
前

に

思
弁

が
感
情

を
包

括
し

て

い
た

の
は
よ

い
方

策

で
あ

っ
た

。
し
か

し

カ

ン
ト

や
彼

の
追

随
者

は
み
な
今

日
に
至

る
ま

で
、
感
情
を

思
弁

か

ら
追

放

し

て
し
ま

っ
た

。

・
:

そ
れ

ゆ
え

こ
れ

ら

の
思
弁

は
総

じ

て
空

虚

な

の
で
あ

る
。
知

識
学

は

12
年

前

に

。
あ
ざ

け
り

笑

わ
れ

た

ハ
コ
ム

　

(∪
δ

妻

・い
・
〈
o
=

N
貯

貯

o
μ
・
〉
岳

じq
o
訂
o
窪
o
C

」
。

こ

の
最

後

の

部

分

は

ラ
ウ

ト

に
倣

っ
て
、
「
知

識
学

は

12
年

前

に

[感
情
の
教
説
を
展
開

ハ
　
ハ

ソ

し
た
]
。

[し
か
し
私
は
]
あ
ざ

け

り
笑

わ

れ
た

。
」
と

補

う

こ
と

が

で
き

よ
う

。
こ
う

し

て

フ
ィ

ヒ
テ

に
と

っ
て
は
、
感

情

こ
そ
が

思
弁

を

空

虚

か
ら
救

う

も

の
な

の

で
あ
り
、
そ

れ
は

『基

礎
』
以
来

一
貫

し

て

い
る

の
で
あ

る
。

現
に

こ
の
実

在

性
と
感

情
と

の
密

接
な

関

係

に

つ

い
て
は

、
一
八

〇

一
/
〇

二

年

の
知

識

学

で
も
語

ら
れ

て

い
る
。
す

な

わ
ち

そ

こ

で

は

、
知

が
自

己
分

析
を

徹
底

的

に
遂
行

し

汲
尽

す

る

そ

の
最

後

に
、

自

己

の
知

と
し

て

の
性
格

を
廃
棄

し

て
絶
対

者
と

の
接
点

を
持

つ
に

至

る

の
で
あ

る

が
、
そ
の
絶
対

的

一
者
と

も
端

的

な
存
在

と

も
表

現

さ

れ

る
絶
対

的

な
も

の
は
ま

た
、
「
も

し
あ

な

た
方

が

そ
れ

に
知

の

ハ
ヒ
ズ

　
ロ

印
象

、
知

と

の
類
似

性
を

与
え

た

い
と

い
う

の
で
あ

れ
ば

」
感
情

と

も
呼

ば

れ

る
も

の
な

の
で
あ

る
。

こ
う

し

て
見

て
く

る
と
、

『基

礎
』
と

一
八
○

一
/
〇

二

年

の
知

識
学

と

の
間

に

は
、
後

者

の
絶

対
知

が

『
基

礎
』
の
絶

対

我

に
当

た

る
と

い
う

よ
う

な

対

応
だ

け

で
な
く

、
今

見

た

よ
う
な

、
ど

ち

ら
も

そ

の
分
析

の
究

極

に
お

い
て
、
感

情
を

介

し

て
根

源
的

な
も

の
と
出

会

う

、

と

い
う

類
似

性

が
存

在
す

る
し

、
ま

た

先

ほ
ど

見

た
よ

う

に
、

「
対

自
的

な
対

自

」
と

か

「
完

閉

性
」

と

い
う

、

「
八
〇

一
/
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〇

二
年

の
知
識

学

の
基
本

的
立

脚
点

に
、
す

で

に

『基

礎
』
に
お

い

て
到
達

し

て

い
る
、
と

言
え

る

の
で
あ

る
。
も

ち

ろ
ん

こ

の
知

識

学

で
は

、
自
我

概

念

が
後

景

に

さ
が
り

、
知

そ

の
も

の

の
活

動

が
考
察

の
対
象

と

さ

れ
、

そ

れ

に
と
も

な

い

「
自
己

自
身

に
お

い
て
明

る

の
ニ
　

い
、
定

常

的

で
完
閉

的
な

眼
」
の
立

場
、
あ

る

い
は
知
的

直
観

の
立

場

に
お

い
て
探

究

が
な

さ
れ

て

い
る

の
で
あ
り

、
そ
う

し
た

「
眼

の

明

る
さ
」
と

い

っ
た
も

の
を

、
『
基
礎

』
に
求

め

る

こ
と

は

も
と

よ

り

で
き
な

い
。
し

か
し

一
八
○

一
/
〇

二

年

の
知

識
学

で
、
こ

の
眼

と

い
う

比
喩

が
用

い
ら

れ
る

の
は
、
も

ち

ろ
ん
第

一
に
は
そ

れ
が

そ

こ

で

の
基

本
的

立
場

で
あ

る

「
見

る
」
と

い
う

こ
と

の
機

関

で
あ

る

こ
と

に
よ

る
わ
け

で
あ

る
が
、
ま
た
眼

は
物

体
と

し

て
の
自

己
を
対

象
的

に
見

る
こ
と

は

で
き
ず
、
し
か

し
他
方

で

は
眼
が
見

る
も

の
は

あ

る
意

味

で
す

べ
て
眼

そ
れ
自

身
と

言
う

こ
と
も

で
き

る
と

い
う

、

眼

の
完

閉
性

に
も

よ

っ
て

い
る
、
と

考
え

ら

れ
る

。
そ

し

て
こ

の
完

閉
性

の
側
面

は
、
今
見

た

よ
う

に
、
す

で

に

『基

礎
』
に
お

い
て
達

成

さ
れ

て

い
る

の
で
あ

る
。
た
だ

そ

こ

で
は
、
「
見

る
」
と

い
う

立

場

へ
の
移

行
が

十
分

で
は
な

い
の
で
あ

る
。
そ

こ
で

は
見
ら

れ

る
も

の
と

し

て
の
自

我
か
ら

出
発

し
、
そ

の
立

場
を
完

全

に
脱
却

し

て
は

い
な

い

の
で
あ

る
。
し

か
し

こ

の
点

に

つ

い
て
も

、
先

ほ
ど

引
用

し

た

一
八
〇
五
年

の
知

識
学

の
中

の
文

章

に
続
く

段
落

の
は
じ
め

で
は

次

の

よ

う

に

言

わ

れ

て

い

る

。

「
と

こ

ろ

で

こ

の
自

己

感

情

(。。
。
一げ
鴇
o。
。
h
爵
一)
は
真

の
絶
対

的
見

(畠

。。
≦
島

話

層
宮
9
三
。
。。
菩
。
昌
)

ら
ヒ
ヒ
　

コ　

で
あ

る
」
。
こ
こ
か
ら
す
れ
ば

『
基
礎
』
で
到

達

さ

れ
た
感

情

は
、
そ

の
ま

ま

一
八
〇

一
/
〇

二

年

お

よ
び

そ
れ

以

降

の

「
見

(。。
魯
霞

)
」

に
等

し

い
と
も

言
え

る
わ
け

で
あ

る
。
と

い
う

こ

と

は
結

局
、
基

本

的

に
言

っ
て
▲
八
〇

一
/
〇

二

年

の
知

識
学

に
あ

っ
て

『
基
礎

』
に

な

い
も

の
は

、
「
眼
」
と

い
う

比
喩

に
込

め

ら

れ
た

、
「
見

る

」
と

い

う

こ
と

へ
の
徹
底

だ
け

、
と

い
う

こ
と

に
な

る

の
で

は
な

い
だ

ろ
う

か
。ヘ

ン
リ

ッ
ヒ

は
か

つ
て
、
知

識
学

は
自

己
意

識

を
適

切

に
表
現

す

る
定

式
を

求

め

て
、
三

つ
の
定
式

を
、
後

の
も

の
が
前

の
も

の
の
欠

陥

を

補
う

も

の
と

し

て
順
次
提

示
し

た

、
と

い
う

有
力

な

説
を

立

て

た
。
す

な
わ

ち

『基

礎
』
の

「
自
我

は
自

己

を
端

的

に
定

立

す

る
」
、

『
第

二
序

論
』

(
一
七
九
七
年
V

で

の

「
自

我

は
自

己
を

、
自

己
を

定

立

す

る
と

し

て
端

的

に
定
立

す

る
」
、

一
八
〇

一
/
〇

二

年

の
知

識

学

の
、
自
己

意

識
と

は

「
眼

を

は
め
込

ま

れ

た
活
動

」
で
あ

る
、
と

い
う

三

つ
の
定
式

で
あ

る
。

こ

れ

に
対

し

て
ヤ

ン
ケ
は
、
ヘ
ン
リ

ッ
ヒ

の

一
七
九

七
年

の
定
式
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は
す

で
に

『基

礎
』
で
達

成

さ

れ
て

い
る
と

し

て
、
ヘ
ン
リ

ッ
ヒ

の

第

二

の
定
式
を

『
基
礎

』
の
定

式

と

し
、
さ
ら

に

一
八
〇

一
年

の
知

識
学

(わ

れ
わ

れ

の
言
う

一
八
〇

一
/
〇

二

年

の
知

識
学

)
と

一
八

〇
四
年

の
知

識
学

に
対
応

し

て
、
新

た

に
二

つ
の
定
式

を
提

示
す

る

　ニ
　
　

の
で
あ

る
が

、
わ

れ
わ

れ
は

こ

の

『
基
礎

』
が
含

む
射

程

に
関
す

る

ヤ

ン
ケ

の
考
え

を

さ
ら
に

一
歩
進

め

て
、
ヘ
ン
リ

ッ
ヒ
の
第

三

の
定

式
も

半

ば
、
あ

る

い
は

そ
れ

以
上

『
基
礎

』
の
中

で
す

で

に
達
成

さ

れ

て

い
る
、
と

考
え

る

の
で
あ

る
。

そ

の
よ
う

に
考
え

て
こ
そ
、
一
八
〇

一
年

五

月

三

一
日
付

の

シ

ェ

リ

ン
グ
宛

書
簡

の
中

で
の
、
「
い

つ
の
ま

に
か
ま

た
八
年

前

の
、
私

も
ま

っ
た
く
忘

れ

て
し
ま

っ
て
い
た
私

の
古

い
叙
述

の
中

で
見

い
だ

ハ　
　ズ

ソ

さ

れ
て

い
た

の
と
ま

っ
た
く

同
じ
も

の

へ
と
立

ち
至

っ
た
」
と

い
う

フ
ィ

ヒ

テ
の
発
言

の
真
意

も
、

は
じ

め

て
理
解

さ
れ
よ
う
。

結
語

『
基
礎
』

に
お

け
る
探

究

・
叙
述

は

、
真

理
を

含
む
と

確

信

さ
れ

る
根
本

命

題
か

ら
出

発

し

て
、

そ

の
真

理

そ

の
も

の

へ
到
達

す

べ

く

、

さ
ま
ざ

ま
な

「
思
惟

の
可
能

性

(一)
。
島

日
α
α。
一一。
冥

島

窪

)
」

(

鴬

悼
一
)
を
経

な
が

ら
、
考
察

さ

れ

る
自

我

と
考

察

す

る
自
我

と

の

一

致
す

る
感
情

の
次

元

で
根
源

的
実

在
性

に

到
達
す

る
の

で
あ

る
。
と

か
く

そ

こ

で
の
絶

対
我

は
、

一
切
を
創

造

・統

括

す

る
も

の
と

し

て

理
解

さ
れ

が
ち

で
あ

る
が
、
そ
れ

は

フ

ィ
ヒ

テ
が
注
意

し

て

い
る
よ

う

に
、
知

識

学

で

の
精
神

の
行
為

に
は

「
二

つ
の
極

め

て
異

な

る
系

ハニ
　
　

列
」

の
あ

る
こ

と
を

見
落

と

し

て

い
る

こ
と

か

ら
く

る
誤

解

で
あ

る
。
わ

れ
わ

れ

の
こ

こ
で

の
言
葉

で
言
え

ば

、
考
察

さ

れ

る
自
我

と

考
察
す

る
自

我
と

を
同

一
視

す

る
こ
と

か

ら
生

じ

る
誤

解

で
あ

る
。

た
と

え
ば

第

三
原

則

「
自

我

は
自

我

の
中

に
、
可
分

的

自
我

に
対

し

て
可

分
的

非

我
を

反
立

す

る
」
(一』
一
〇
)
に
お

い
て
、

そ

の
よ
う

に

行
為
す

る
主

体
を

考
察

さ
れ

る
自

我
、
対

象
的

な
自

我

と
考

え

て
し

ま
う

と
、
あ

た
か
も

絶
対

的

な
主

体

が
存
在

し

て
、
そ

れ

が
非
我

を

自

己

の
内

に
取
り

込
む

よ
う

な
表
象

が

生
ま

れ

る
。
し
か

し

こ
こ

で

は
考

察
す

る
自

我

、
哲
学

者

が
、
そ
う

し

た
思

想
を

あ

る
妥

当
性

を

含
む

も

の
と

し

て
思
唯

し

て

い
る

の
で
あ

る
。
そ

し

て
そ

こ
か

ら
、

よ
り
妥
当

的

な
命

題

へ
向

け

て
思
惟

の
歩

み
が

な
さ

れ
る
わ

け

で
あ

り
、
こ
う

し

た
思
惟

の
果

て
に
、
も

は

や

二

つ
の
自

我

を
区

別

し
え

な

い
地
点

に
ま

で
到
達

し
、
そ

こ

で
根

源

的
実

在

性

に
出
会

っ
て
、

「
基
礎

』

の
探

究

の
本
来

的

部
分

は
終

了
す

る

の
で
あ

る
。
そ

し

て
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そ

の
到
達

点

は
、
右

に
見
た

よ
う

に
、

一
八
〇

一
/
〇

二
年

の
知

識

学

の

「
眼

」

の
立

場

の
ご
く

近
く

に
あ

る
、
と

い
う

の
が
わ

れ
わ
れ

の
結
論

で
あ

る
。

注(
一
)

因
み

に
全
体

の
構

成
は

、
飢
か
ら

堕
ま

で
の
各

節

が
三

つ
の
原
則
を

そ
れ
ぞ

れ
提
示

し
、餌

が
理
論
的

部
門
、
蟹

か
ら

釦
ま

で
が
実
践
的

部
門
を

な

す
。(二

)

『全
知
識

学

の
基
礎
」
か
ら

の
引
用

に
関
し

て
は
、
イ

マ
ニ

ュ
エ
ル

・

ヘ
ル
マ
ン

・
フ
ィ
ヒ
テ
版
全
集

(ω
≦
)
の
巻

と

ペ
ー
ジ
と
を

本
文
中

に
付
記
す

る
。(三

)
貯
舜
p
≦
」
勲
き

鷺
-じロ
o「ぎ

一ヨ
ρ

ω
b
O

(四
)

団
冨
謬9
9

(五
)
口」
窪
∋
p毒
。・一刀
一
S
9
題
き
紺
嘘「
「o圃σ
長
oq
、ζ
ぎ

魯
。ロ
一〇
8

層o。
.一〇
ω

(六
)

刀
O
げ
。。一"
　
智
識§
嵩
Q
O
ミ
借
魯
、
掃
討
ミ
層ζ
ロ
コOゴ
Oコ
一$

一一の
.ひ
O

(七
)

一
八
〇

一
年

一
月

三

一
日
付

の

ブ
リ
!

ド
リ

ッ
ヒ

・
ヨ

ハ
ン

セ
ン
宛

書
簡

で

「私

の
印
刷
さ

れ
た
知
識
学

は
、

そ
れ
が
書

か
れ
た
期

間

の
痕

跡
と
、

そ
れ

が
時

代
に
基
づ

い
て
従

っ
た
哲
学

の
流
儀

の
痕
跡

と
を
余
り

に
も
多

く
と

ど
め

て

い
る
」
と

フ
ィ

ヒ
テ
は
語
る
。
こ

の

「哲
学

の
流
儀
」
と
は

、
最
高

原

則

に
学
を
収
敏

さ
せ

る
こ
と
と
、
哲
学
を

理
論
的

と
実
践

的
と

の
二
部

門
に
区

分
す

る

こ
と

で
あ

る
と
考
え

ら
れ
る
。

(八
)
寄

題
蕊
ご
壽
織
題
〉
§
恥亀
§
§
跨
b
≦

一層O

(九
)

た
だ
し

そ
の
少

し
前

で
は
、
「今

や

こ
の

[絶
対
我
の
]

概
念
を
介

し

て
、
意
識

の
中

に
全

て

の
実
在
性

が
存
在

す

る
」
(一レ
OO
)
と
も

言
わ

れ
て

い

る
。
こ
こ
で
も
絶
対

我
が
何

よ
り
も
概
念

と

し
て
あ

る
わ
け

で
は
あ

る
が

、
し

か
し
そ

れ
は
全
実
在

性
を
意
識

の
内

に
も
た
ら
す

も

の
と

し

て
あ

る
と

さ
れ

て

お
り
、

こ

の
点

は

さ
ら

に
考

察
す

る
必
要

が
あ
る
。

(
一
〇
)

メ
デ
ィ

ク
ス

「
フ
ィ

ヒ
テ

の
生
涯

と
哲

学
」

(佐
藤
秀

堂
訳
)
、
理

想
社

一
九
三

一
年

、

一
二

一
ペ
ー
ジ

以
下
参

照
。

(
=

)
た
だ

し
、
第
三
原

則
を
最
初

に
分
析

し

て
得
ら

れ
た
命

題
は

、
「自

我
は
非

我
を
、

自
我

に
よ

っ
て
限
局
さ

れ
る
と

し

て
定

立
す

る
。
」
(=

N
い)
と

な

っ
て

い
た
。

(
一
二
)

こ
こ
で

フ
ィ
ヒ

テ
が
、
「自
我

の
中

(巨

一畠
)」
で
は
な

く
、
「
私

の

中

(凶コ
3
ε
」
と

言

っ
て

い
る

の
は
注

意
す

る
必
要

が
あ

る
。
た

と
え
ば

翻

で

は
、

「物
自

体
は
自
我

に
対

し

て
あ

る
何
か
あ

る
も

の
で
あ

る
。

し
た

が

っ
て

自
我

の
中

に
あ

る
何

か
あ

る
も

の
で
あ

る
が
、
し

か
し
そ

れ
は

や
は
り
自

我

の

中
に
な

い
と

さ
れ

る

の
で
あ

る
」
(月
密

)
と

い
う

言

い
方
が

さ
れ

て

い
た

。
こ

こ

で
は

そ
れ
だ

け
探

究
が
、
自

我

に
対
す

る
外

側
か

ら

の
哲
学

的

反
省
か

ら
、

自
覚
的

、
対

自
的

立
場

へ
と

変
わ

っ
て
き

て

い
る

の

で
あ

る
。

(
一
三
)

Q。
≦

〈
嘘ω
い鴇

(
一
四
)
ヤ

ン
ケ
は

こ
の
合

一
、
「哲
学
す

る
主
観

の
、
そ
れ
と

は
区
別

さ
れ

る
超
越

論
的
自

我
-

主
観

に
関
す

る
外

的
反
省

」(』ρ
口界O
"≦
こ
a■a
。O
.■Qり
.一8

)
の

終
結
を

、
や
は
り

餌

の
内

に
認
め

る
の
で
あ

る
が
、
わ
れ
わ

れ

は
そ
れ
を

さ
ら

に
後

の
方

に
見

る
わ
け

で
あ

る
。

(
一
五

)

壽

㌧
。。
ミ

§

(写

ゆ

版

)
-
。。
b
O

(
一
山
ハ
)

〉
.喬
.O
;
6り
.ま

(
一
七

)

本

稿

一
〇

ペ

ー

ジ

(
一
八

)

壽

㌧
。。
O
父
℃
臣

版

y
。。
漏
と

(
一
九

)

冨

三
貫
刀
」
寄

、
、ミ
盛

鴫

b
ミ

o
導

馬轟

ミ
還

魯
、
葦

斗
、勘
薄

ミ

層
Z
o
⊆
「δ
O

這

O
♪

ω
画
章

(
二

〇

)

ミ

N
c。
O
ミ
O
N

。。
.↓
い
h
な

お

イ

マ

ニ

ュ

エ

ル

・
ヘ

ル

マ

ン

・
フ

ィ

ヒ

テ
版

全

集

で

こ

の
著

述

に
対

応

す

る

壽

、
。。
ミ

(
。。
≦

一圃
』

占
$

)
と

、
新

全

集

版

(O
。
。。
"
葺

窪

の
σ。
菩

。
)
に
基

づ

く

写

団

版

と

で

は

、

と

り

わ

け

こ

の

絶

対

的

な

も
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の
を
論

じ
る
箇
所

で
、
相
当
重

大
な

異
同
が
あ

る
。

(二

一
)

壽

NQ。ミ
§

"¢
ま

(二
二
)

壽

N。。O
獅
ω
』
凸

(
二
三

)

国
。
藍

。
貫
口

"
国
。
『
8
。。
蝦
「。・
で
a
コ
讐

。
冨

臣
ロ
。・
P。
葺

凶コ
…
婁

馬
霞

二
§

§

織

§

§

電
亀
鰹
卑
碧
匹
=
嵩
帥.≦

一〇
ひρ

Q。
.一◎Q
o。-8
P

(二
四
)
』き
貯
p
≦
.套
翁
9
、ψ
凸

9
>
コ
β

因
み
に
彼

が
提
示
す

る
他

の
二

つ

の
定
式
と

は
、

一
八
〇

一
年

の
知
識

学

に
対
応

し

て

「知

は
自
己

を
知
的
直

観

に
お

い
て
絶

対
知

と
し

て
見

る
」
、

一
八
〇

四
年

の
知

識
学

に
対

応

し
て

「悟

性
は
自

己
を
絶
対
者

の
像

と
し

て
理
解
す

る
」、

で
あ

る
。

(二
五
)
O
。
器
3
冨
話
αq魯
o"
一戸
い
"。。
.いP

(
二

六

)

N
ぞ
籍
鷺
肉
営
苛
～ミ
嵩
Qq
旨

島
恥
壽

、
0り
≦

押
駆
い
恥
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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 

i


