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批
　
　
判
　
　
と
　
　
中
　
　
道

ｌ
カ
ン
ト
の
方
法
と
仏
教
―

鈴
　
木
　
元
　
久

と

い

う

仮

設

で

あ

る
。

さ

て

カ

ン

ト

は
理

論

的

認

識

に

関

し

て

、

伝

統
的

立
場
で
あ
る
経
験
論
と
合
理
論
の
い
ず
れ
に
も
偏
ら
な
い
。
認
識
の
質
料
が

現

象

と

し

て

経

験

に

よ

っ

て

与

え
ら

れ

、

即

ち

対

象

に

よ

っ

て

触

発

さ

れ

る

限
り

、

感

性

の

受

容

性

（
Ｒ
ｅ
ｚ
ｅ
ｐ
ｔ
ｉｖ
ｉｔａ
ｔ
）

を
介

し

て

与

え

ら

れ

る

。
そ

の

現

象

と

し

て

与

え

ら

れ

る
と

い

う

こ

と

は
、

ア

・
プ

リ

オ
リ

な

空
間

・

時
間

と

し

て

受

け

と
ら

れ

る
こ

と

に

他

な

ら

な
い

が

、
現

象

を
認

識

の

形

式

と
し

て

の

カ
テ

ゴ
リ

ー
に

よ
り

自

発

性

（
Ｓ
ｐ
ｏ
ｎ
ｔａ
ｎ
ｅ
ｉｔａ
ｔ
）

の
能

力

と
し

て

の

悟

性

が

綜

合

統

一
す

る

と
こ

ろ
に

、

理

論

的

認

識

（
自

然

認
識

）

の
客

観

的

妥

当

性

が
成

立

す

る

。

か

か

る

認
識

は

現

象
即

ち

感
性

に

よ

っ
て

受

け

と

ら

れ

る
限

り

の

自

然

に
制

限

さ

れ

る
。

現

象

を
こ

の

よ

う

に

制
限

す

る
も

の

が

、

現

象

の

根

底

に

存

し

、
そ

れ

は

物

自

体

と
考

え
ら

れ

る
。

か

く
て

カ

ン
ト

は

自

由

の

問

題

に

答

え

る
。

自

由

を

理

論

的
に

認

識
し

よ

う
と

す

る
と

、

そ

れ

は

不

可

避

的

に

ア

ン

チ

ノ
ミ

ー

に

陥

る

。
自

由

は
決

し

て

現

象

と
し

て

与

え

i ﾅ Ｉ

カ

ン

ト

の

哲

学

は

批

判

哲

学

と

も

い

わ

れ

、

そ

れ

は

理

性

の

批

判

で

あ
り

、

理

論

的

・

実

践

的

・

趣

味

能

力

と

し

て

の

広

義

の

理

性

の

自

己

吟

味

で

あ

る

。

カ

ン

ト

は

ま

ず

数

学

・

自

然

科

学

の

学

と

し

て

の

根

拠

を

問

う

。

つ
ま

り

理

論

的

認

識

の

起

源

・

範

囲

・
妥

当

性

を

明

ら

か

に

し

た

の

ち

。

形

而

上

学

の

最

大

の

課

題

で

あ

る

自

由

・
不

死

・
神

の

問

題

に

進

む

。

そ

こ

で

カ

ン
ト

は

あ

る
実

験

を

試

み

る
。

第

一
に

理

性

を

見

る
は

た

ら

き

と

な
す

は

た
ら

き

。

即

ち

理

論

理

性

と

実

践

理

性

の
二

つ

の

は

た
ら

き

に

区

分

す

る

。

次

に
恐

ら

く

一

つ

の

も

の

と

思

わ
れ

る

も

の

に
対

し

て
。

現

象

と
物

自
体

と

い

う

二

つ

の
在
り
方
を
仮
定
す
る
。
前
者
は
対
象
に
よ
っ
て
触
発
さ
れ
る
（
ａ
ｆ
ｆ
ｉ
ｚ
ｉ
ｅ
ｒ
ｔ

w
ｅ
ｒ
ｄ
ｅ
ｎ
）
限

り

与

え
ら

れ

る

も

の

で

あ
り

、
後

者

は
単

に

前
者

の

原
因

・
根

拠
と
し
て
思
惟
さ
れ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
実
験
の
第
三
は
コ
ペ
ル
ニ
ク

ス
転

回

と

い

わ

れ

る
思

惟

方

法

の
転

換

で

あ

る

。

つ
ま

り

理
論

的

認
識

は
対

象

に

よ

っ
て

規

定

さ
れ

る

の
で

は

な
く

、

対

象

が
認

識

に

よ

っ
て

規

定

さ

れ



ら

れ

ず

、

つ

ま
り

時

間

に

お
い

て

現

わ

れ

え

な

い

か
ら

。

そ
こ

で

カ

ン

ト

は

自

由

を

理
論

的

領

域

（

現

象

界

）

か
ら

実

践

的
領

域

（

物

自

体

界

）

へ

と

移

行

す

る
こ

と

に

よ

り

、

自

由

を

救

出

し

よ
う

と
す

る
。
「

時

間

に

お

い

て

規

定

さ

れ

う
る

限

り

の

物

の

現

存

在

を

、

従

っ
て

自

然

必

然

性

の

法

則

に

従

う

原
因

性

（
Ｋ
ａ
ｕ
ｓ
ａ
ｌｉｔａ
ｔ
）

を

単

に

現

象

に

の
み

帰

し

、

し

か

し

自

由

を

物

自

体

と

し

て

の
同

じ

存

在

者

に

帰

す

。
」

即

ち

自

然

の

原
因

性

は

現

象

に

の

み

関

わ
り

、

物
自

体

に

は
適

用

し

え

な

い

の

で

あ

る

。

そ

れ
故

カ

ン

ト

は

自

由

を

理

性

に

お
い

て

見

出

そ

う

と
す

る

。

何

故

な
ら

「

一

つ

の
単

な

る
可

想

的

能

力

と

し

て
の

純

粋

理

性

は

、

時

間

形

式

に
、

従

っ
て

時

間

継

起

の
条

件

に

従

わ
な

い

」

か

ら

。

す

る

と

感

性

的

条

件

（

時

間

形

式

）

に

従

わ

ず
、

み

ず

か

ら

の

は

た

ら

き

（

自

発

性

）

を

な
す

の

は
、

人

間

に

と

っ
て

理

性

の

は

た

ら

き

以

外

に

は

な

い

。

と

い

う

の

は

理

性

自

身

は

現

象

で

は

な

く

、

時

間

的

継

起

に

従

わ
な

い

が

故

に

、

時

間

に

お
い

て

現

象

を

規

定

す

る

自

然

法

則

を

理

性

に

適

用

す

る
こ

と

は

で

き

な

い
。

す

る
と

理

性

が
自

由

で

あ

る
と

は

、

感

性

的

条

件

に

一

切

無

関

係

で

あ

る
こ

と

を
意

味

し

、
「
見

る
」

理

論

理

性

の

立

場

で

は

な

く

、

実

践

理

性

（

意

志

）

と
し

て

、

意

志

の

自

己

規

定

と

し

て

行

為

を

み

ず

か

ら

始

め

る
は

た
ら

き

を
意

味

す

る
。

即

ち

理

性

は

意

志

に

命

令

す

る

（

触

発

す

る

）

こ

と

に

よ

っ
て

、

行

為

を

自

発

的

に

生

じ

せ

し

め

る

原
因

・

根

拠

と

し

て

考

え

ら

れ

る
。

し

か

し

、

結

果

と

し

て

の

行

為

は

現

象

と

し

て

時

間

に

お

い

て

生

じ

る

の

で

あ

り

、

自

然
法

則

を

そ

れ

に
適

用

し

う

る

の

で

あ

る
。

そ

れ
故

現
象

の
根

底

に

存

し

、

現
象

の
原

因

・
根

拠

と

し

て
考

え
ら

れ

る
物

自

体

は

、
対

象

（
行

為

）

を
現

象

と

し

て

実

現

す

る

と
こ

ろ

の

原
因

・
根

拠

と

し

て

の
理

性

の

は

た
ら

き

そ

の

も

の

と

考

え

ら

れ

な

い

で

あ

ろ

う

か

。
何

故

な

ら

理

性

（

実

践
）

は

意

志

規

定

に

お

い

て

行

為

（

現

象

）

を
産

み

出

す

原

因

・
根

拠

と

考

え
ら

れ

、
即

ち

現

象

界

に

自

発

的

（

能

動

的

）

に

は

た
ら

き

か

け

る
（

触

発

す

る
）

能

力

と

考

え

ら

れ

る

か

ら

。
こ

の

よ

う

な

物

自
体

と

考

え

ら

れ

る

理
性

の
は

た

ら

き

を

通

し

て

、
人

間

は
現

象

界

の

一

員

で
あ

る

と
同

時

に

、

物

自
体

界

（
可

想

界

）

の

一

員
で

あ

る
こ

と

を

意
識

（
自

覚

）

し

う

る

の

で

あ

る
。

カ

ン
卜

は

言

う

、
「
人

間

は

全

自

然

を
単

に

感

官

に

よ

っ
て

の

み
知

る

が
、

ま

た
自

己
自

身

を
単

な

る
統

覚

に

よ

っ
て

も

、

し

か

も

感

官

の
印

象

に

数

え

い

れ
ら

れ

な
い

行

為

や

内

的

規

定

に

お

い
て

認

識

す

る
。

そ

し

て

人

間

は

勿

論

み
ず

か
ら

一
方

に

お
い

て

フ

ェ

ノ

メ

ン
で

あ

る

が

、

他

方

即

ち

あ

る
能

力

に

関
し

て

、

あ

る
単

な

る
可

想

的

（
ｉｎ
ｔｅ
ｌｌ
 ｉｇ
 ｉｂ
ｅ
ｌ）
対

象

で

あ

る
。

何

故

な
ら

人

間

の
行

為

は

感

性

の

受

容

性

に

全
く
数
え
い
れ
ら
れ
な
い
か
ら
。
我
々
は
こ
の
能
力
を
悟
性
や
理
性
と
名
づ

け

る
」

と

。

か

く

て

自

由

は

理

性

の
は

た

ら

き

の
中

に

お

い
て

見

出

さ
れ

、

行

為

的

主

観

即

ち

実

践

理

性

の

意
志

規

定

に

お

い
て

、

そ

の
実

在

性

（
実

践

的

）

を

得

る

。

実

践

理

性

が

意

志

規

定

に

際

し
、

時

間

的

条

件

（

感

性

的

な

も

の

）

に

関

わ

る

こ

と

な

く

、

み

ず

か
ら

に

道

徳

的

法

則

を

与

え

、

こ

の

法

則
に
従
っ
て
の
み
行
為
せ
ん
と
す
る
と
こ
ろ
に
、
自
由
が
開
示
さ
れ
る
の
で

あ

る
。

カ

ン

ト

は

自

由

と

自

然

と

い

う
ア

ン

チ
ノ

ミ

ー

を

、

後

者

に

現

象
界

、

前

者

に
物

自

体

界

と

い

う

存

在

領

域

を
あ

て

が
う

こ

と

に

よ
り

回

避

し

、

さ

ら

に

自

由

を

道

徳

的

法

則

を

介
し

、

実

践

的

で

あ

る

が
客

観

的

実

在

性

を
与

え

た

の
で

あ

る

。

さ

ら

に

不

死

・
神

は

自

由

に

基

づ
い

て

要

請

さ
れ

る
。



カ
ン
ト
は
理
論
と
実

践
（

理
論
理
性

と
実
践
理
性
）
、
さ
ら
に
現
象

と

物

自
体
と
い
う
二

側
面

に
お
い
て

、
自
由
と
自
然
（

必
然
）
と
い
う
相
対

立
す

る
も
の

が
、
矛
盾
な
く
調
和

し
う
る
こ

と
を
、
人
間
の
諸
能
力

の
批
判

を
通

し
て
明

ら
か
に
し
た
。
そ
れ
は
否

定
に
よ
っ
て

で
は
な
く
、
両

者
に
個
有
の

領
域
を
与
え
、
矛
盾
を
取

り
除
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
こ
そ
、

カ
ン
卜
の
と
っ
た
方
法

の
重
要

な
一
つ
で
は
な
か
ろ
う
か
。
つ
ま
り
相
対
立

す
る
二

極
が
、
一
な
る
人

間
の
う
ち
に
存
す
る
と
考
え
る
こ
と
に
よ
っ
て

、

矛
盾
は
解
消
さ
れ
る
。
カ
ン
ト

は
言
う
、「

自
由
と
し
て
の
原
因

性
と

自

然

機
構
と
し
て
の
そ
れ
と
の
綜
合
は
、
―
―
そ
の
第
一
の
も
の
は
道
徳
的
法
則

に
よ
っ
て

、
ま
た
第
二

の
も
の
は
自
然
法

則
に
よ
っ
て
同

一
の
主
観
に
お
い

て
、
即
ち
人
間
の
中
に
確
立
し
て
い
る
―
―
人
間
を
第
一
の
も
の
に
関
し
て

は
存
在
者
自
体

と
し
て
、
第
二

の
も
の
に
関
し
て
は
、
現
象
と
し
て
、
前
者

を
純
粋

意
識
に
お
い
て

、
後
者

を
経
験
的
意
識
に
お
い
て

表
象
す
る
こ

と
な

く
し
て

は
不
可

能
で

あ

る
。」
こ

の
よ
う
に
カ
ン
ト
は
両

極
に
偏
る
こ

と
な

く
、
そ
の
中

間
の
立
場
を
と
る
。
し

か

し

そ

れ
は
両
者
か
ら
の
絶
対
的
分

離

・
独

立
を
意
味
す
る
の
で

は
な
く
、
両

者
の
綜
合
・
統
一
の
立
場
で
あ
る

と
考
え
ら

れ
る
。
ま
た
こ

れ
は
数

学
的
な
中

間
点
を
意
味
す
る
も
の
で
も
な

く

、
両
極

の
う
ち
の
一
方
に
執
着
す

る
こ

と
を
排
し
、
両

者
を
包
含
し
つ
つ

あ
る
一
な
る
全
体
と
も
い
う
べ
き
立
場
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
思
惟

方
法
・
立
場
こ
そ

、
批
判

と
い

わ
れ
る
も
の
で

あ
り

、
批
判

的
方
法

と
呼

ぱ

れ
、
ま
さ
に
カ
ン
ト
の
方
法
は
三
渡
幸
雄
博
士
の
御
指
摘
の
よ
う
に
「
中
道
」

と
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

と
こ
ろ
で
仏
教
に
お
い
て
も
「
中
道
」
と
い
う
こ
と
が
い
わ
れ
る
そ
れ

は
釈
尊

が
成
道
し
た
の
ち
、
最
初

の
説
法

と
い
わ
れ
る
『
初
転
法
輪
経
』
に

お
い
て
説
か
れ
て
い
る
。
釈

尊
は
愛
欲
（

楽
）
と
苦
行
（
苦
）
と
い

う
二
つ

の
極
端
か
ら
離
れ
、
そ
れ
を
捨
て
去
り

、
中
道

を
悟
ら
れ
た

の
で
あ

る
。
宮

本
博
士
に
よ

れ
ば
、
そ
れ
は
釈
尊
自
ら
の
「
証
悟

の
方
法
」
で
あ
り
、
そ
の

「
生
活
の
体
験
」

が
説
か
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
中
道
と
は
八
正

道
と

い

わ
れ
、
「
苦
の
滅
尽
に
い
た
る
道
」
－

道
諦
即
ち

涅
槃
へ
の
道
と

し

て

説
か
れ
る
。
つ
ま
り
そ
れ
は
現
実
に
お
け
る
苦
－

楽
と
い

う
対
立
す
る
両
極

を
離
れ
、
そ
の
い
ず
れ
に
も
偏
る
こ

と
な
く
、
正
し
く
見
・
考
え
・
語
り
…

…
等
々
の
「
正
し
く
生
き
る
」
と
い
う
道
で
あ
り
、
苦
な
る
現
実
か
ら
聖
な

る
理
想
へ
の
正
し
い
道
で
あ
る
。
こ

の
よ
う
に
中
道
と
は
対
立
す
る
極
端
を

離
れ
た
正
し
い
道
・
方
法

で
あ
る
と
考
え
ら

れ
る
。
ま
た
釈

尊

は

説

く
、

「
正
し
い
智
慧
」
に
よ
っ
て

も
の
ご
と
を
見

る
こ
と
を
、
そ
し
て
か
か
る
正

見

に
よ

っ
て
も
の
の
正
し
い
あ
り

よ
う
の
智
が
生
じ

る
こ
と
を
。
そ
し
て
釈

尊

は
有
・
無

の
二
辺
を
離
れ
た
、
即

ち
「
す

べ
て

は
有
で
あ
る
」
・
「
す
べ
て

は
無
で
あ

る
」
と
い

う
両

極
を
離
れ
て
、
真
理
を
「
中
に
よ

っ
て
」
（
ｍ
ａ
ｊｊ
-

h
e
m
a
）
説
く
。
宮
本
博
士
は
こ
の
「
中
に
よ
っ
て
法
を
説
く
」
と
い
う
と

こ

ろ
に
、
中
道

が
批
判
的
方
法
で
あ
る
と
指
摘
す

る
。
つ
ま
り
批
判

的
方
法

と
し
て
の
中
道
と
は
、
感
覚
的
に
制
約
さ
れ
た
も

の
に
執
着
す
る
こ

と
な
く
、

正
し
い
智
慧
に
よ

っ
て
縁
起
に
基
づ
い
て

生
起
す

る
も
の
の
あ
り
よ
う
を
正

し
く
把
握
す
る
方
法
で
あ
る
と
考

え
ら

れ
る
。
そ

れ
故
中
道
と
は
、
感
覚
的

な
も
の
に
と
ら
わ
れ
た
我
に
依
存
す
る
こ
と
な
く
、
中

に
よ

っ
て
即
ち
八
正



道
に
実
践
的
立
脚
点
を
も
つ
自
由
な
立
場
に
お
い
て
、
も
の
を
見
る
方
法
と

い

え

る

の
で

は

な

か

ろ

う

か
。

ま

た

仏

教
で

は
我

を
否

定
す

る
無

我

論

の

立

場

に

た

つ

。

我

は

常

一

主

宰

と

も

い

わ

れ

、
不

変
不

動

な

実

体

的

な

も

の

を

い

う

の

で

あ

る

か

ら

、

二

辺

に
固

執

す

る

立

場

は

有
我

論

と

い

え

よ

う

。
『

法

句

経

』

に

お

い

て

、
「
『

あ

ら

ゆ

る

も

の

ご

と

（

諸
法

）

は

無

我

な
り

』

と

叡

智

に

て

悟

る

時

、

苦

悩

を

厭
う
心
お
こ
る
。
こ
れ
清
浄
に
い
た
る
道
な
り
」
と
説
か
れ
る
。
こ
の
よ
う

に

仏

教

に

お

い

て

は

、

そ

れ

は

理

論

的

に

の

み

否

定

さ
れ

る

に

留

る

の

で

は

な

く

、
モ

の

否

定

に

よ

っ

て

苦

か

ら
離

れ

る

と

い

う

実

践

を

目

的

と

し

て

い

る
。
で
は
否
定
さ
れ
る
我
と
は
、
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
『
テ
ー

ラ

・

ガ

ー

タ

ー

』

に

お

い

て

、

五

蘊

は

苦

で

あ

り

、
無

常

で

あ

り

、
空

で

あ

り

、

無
我
で
あ
る
と
説
か
れ
て
い
る
。
無
我
な
る
五
蘊
に
我
を
認
め
、
そ
れ
を
欲

望

の

対

象

と

し

て
執

着

す

る

こ

と

を

、

釈

尊

は

諌

め

る
。

つ
ま

り

我

で

あ

ら

ざ

る

も

の

を
我

と
み

な
す

こ

と

を
否

定

す

る

の
で

あ

る

。

と
こ

ろ
で

我

の
原

語
は
a
t
m
a
n
,
 
a
t
t
a
n
 
で
あ
り
、
無
我
は
ａ
ｎ
ａ
ｔ
ｍ
ａ
ｎ
，
　
ａ
ｎ
ａ
ｔ
ｔ
ａ
ｎ
で
あ
る
。

中

村

博

士

は
最

初

期

の

仏
教

で

は
、

客

体

的

に
把

握

し

え

な

い

も

の

は

、
ア

ー
ト
マ
ン
な
ら
ざ
る
も
の
―
非
我
で
あ
り
、
ア
ー
ト
マ
ン
そ
の
も
の
の
存
在

は
否

定

せ

ず

、
こ

の

よ

う

な
形

而

上

学

的

問

題

は

避

け

ら

れ

て

い

る

と

述

べ

ら
れ
て
い
る
。
ア
ー
ト
マ
ン
は
ク
パ
ニ
シ
ャ
ッ
ド
哲
学
に
お
い
て
元
来
呼
吸

を
意

味

し

、

そ

れ

が

生

命
活

動

の
中

心

的

な

力
－

霊

魂

を

意

味

す

る

よ

う

に

な
り

、

さ

ら

に

外

界

に
対

す

る

自
我

や
万

物

に
内

在

す

る

霊

妙

な

力

・

そ

の

本
体
を
示
す
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
し
て
さ
ら
に
自
己
の
統
一
原
理
と
し
て
の

ア

ー
ト

マ
ン
は
宇

宙
の
統
一
原
理
で
あ
る
ブ
ラ
フ
マ
ン
と
同
一
で
あ
る
と
み

な
さ
れ
て

い
っ
た
の
で

あ
る
。
つ
ま
り
ア

ー
ト
マ
ン
は
形
而
上
学
的
実
体
・

本
体

と
さ
れ
て
い
た
の
で

あ
る
。
し

か
し
釈
尊
は

か
か
る
形
而
上
学

的
問
題

に
対

し
て
は
、「

無
記
」
を
も
っ
て
答
え

、
形
而
上
学
的
実
体
と
し
て

の

ア

ー
ト
マ
ン
を
肯
定
も
否
定
も
せ
ず
、
ア

ー
ト

マ
ン
で
あ
り
え
な
い
も
の
を
ア

ー
ト
マ
ン
と
み
な
す
こ
と
を
否
定

し
た
の
で
あ
る
。
釈
尊
以
前
に
お
い
て
は
、

常

住
不

変
な
固
定
原
理
と
し
て
の
ア

ー
ト

マ
ン
が
、
人
間
の
霊
魂
の
中
に
主

宰
者
と
な
っ
て
存
在
し
、
ア

ー
ト
マ
ン
が
宇
宙
の
究
極
の
原
理
・
本
体
と
し

て

の
絶
対

者
な
る
ブ
ラ
フ

マ
ン
と
同
一
な

る
こ
と
を
智
る
こ
と
が
、
理
想
と

考
え

ら
れ
て
い
た
が
、
釈
尊

は
こ
の
よ
う
な
マ
ー
ト
マ
ン
の
認
識

を
拒
否
し
、

真

実
な
る
自
己
を
求
め
、
実

践
せ
ん
と
し
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
故

釈
尊

が
バ

ラ

モ
ン
の
有
我
論
に
対
立
す
る
無
我
論

を
説

く
の
は
、
有
我
論
に
対

立
す

る

無
我
論
で
は
な
く
、
常
一
主
宰
的
な
実
体

と
し
て

の
我
を
、
つ
ま
り

も
の

を

絶
対
視
す
る
立
場
を
否
定
し
、
理
想
へ

と
向
か
う
実

践
を
め
ざ
す
も
の
で
あ

り
、
無
我

の
立
場
は
中
道
の
立
場
を
開
く
も
の
で

あ
る
。
こ
の
よ
う
に
一

つ

の
も
の
に
固
執
し
、
絶
対
視
す
る
立
場
を
否

定
し
、
そ
れ
ら

か
ら
離
れ
、
悟

り
へ
と
向

か
う
立
場
こ
そ
、
中
道
と
い
わ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
釈
尊
の
立
場

で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
よ

う
に

カ
ン
ト
の
批
判
も
、
仏
教
も
全
く
異
な
っ
た
極
端
に
偏
す
る

こ

と
な

く
、「
中
」
に
そ
の
立
脚
点
を
も
つ
。
カ
ン
ト
は
自
然
と
自
由

を

否

定
す

る
こ

と
な
く
、
各

々
の
原
理
を
導
出
し
、
両

者
の
調
和
・
統
一
を
見
出

す
。
す

な
わ
ち
カ
ン
ト

は
理
論
理
性
と
実
践
理
性
の
両

者
を
公
平
に
認
め
た
。



す

る

と

カ

ン

ト

が

理

論

哲

学

に

お

い

て

現

実

の

分

析

を

通

じ

、

そ

れ

を

原

理

化

・

体

系

化

し

よ

う

と

す

る

い

わ

ゆ

る

先

験

的

（

超

越

論

的

）

方

法

は

、

肯

定

的

・

原

理

化

的

方

法

と

い

え

る

も

の

で

あ

り

、

そ

れ

は

自

然

の

理

解

に

向

く

知

の

立

場

で

あ

る

と

い

え

よ

う

。

そ

れ

に

対

し

釈

尊

は

現

実

の

分

析

よ

り

、

そ

れ

を

苦

・

無

常

・

無

我

と

否

定

的

に

と

ら

え

、

か

か

る

否

定

の

上

に

た

ち

、

苦

－

楽

・

有

－

無

・

有

我

―

無

我

と

い

う

二

つ

の

極

端

へ

の

執

着

を

否

定

し

、

よ

り

正

し

い

、

よ

り

真

な

る

も

の

へ

と

志

向

す

る

の

は

、

内

な

る

心

に

向

く

艝

立

場

で

あ

る

。

釈

尊

は

イ

ン

ド

人

特

有

の

思

惟

方

法

と

し

て

の

否

定

的

表

現

に

よ

っ

て

中

道

の

立

場

に

た

ち

、

普

遍

的

な

心

の

道

を

め

ざ

し

た

の

で

あ

る

。

ま

た

中

村

博

士

に

よ

れ

ば

、

釈

尊

に

と

っ

て

道

徳

成

立

の

根

拠

の

問

い

に

答

え

る

こ

と

は

問

題

と

な

ら

な

か

っ

た

。

つ

ま

り

釈

尊

は

倫

理

の

実

践

者

で

あ

っ

た

が

、

倫

理

学

者

で

は

な

く

、

善

の

実

現

を

め

ざ

し

た

の

で

あ

っ

て
、
道
徳
理
論
の
体
系
化
は
彼
の
関
心
外
に
あ
っ
た
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

そ

れ

に

対

し

カ

ン

ト

は

哲

学

者

・

形

而

上

学

者

で

あ

っ

た

が

、

実

践

者

で

は

な

く

、

そ

の

原

理

化

・

体

系

化

が

彼

の

関

心

の

中

心

を

な

し

て

い

た

と

い

え

る

で

あ

ろ

う

。

カ

ン

ト

の

め

ざ

す

も

の

は

、

客

観

的

・

学

問

的

原

理

（

知

識

）

で
あ
る
が
、
釈
尊
の
そ
れ
は
主
体
的
・
自
覚
的
智
慧
（
悟
り
）
で
あ
る
。
し

か

し

そ

の

め

ざ

す

と

こ

ろ

に

相

違

は

あ

る

が

、

両

者

の

思

想

に

存

す

る

、

そ

の

中

道

と

し

て

の

方

法

・

立

場

（

態

度

）

に

お

い

て

、

相

通

じ

接

近

す

る

も

の

が

考

え

ら

れ

な

い

で

あ

ろ

う

か

。

こ

こ

に

わ

れ

わ

れ

は

両

者

の

対

話

の

道

が

開

か

れ

る

の

で

は

な

か

ろ

う

か

と

考

え

る

の

で

あ

る

。

（
―
）
Ｋ
ａ
ｎ
ｔ
：
　
Ｋ
ｒ
ｉ
ｔ
ｉ
ｋ
　
ｄ
ｅ
ｒ
　
ｒ
ｅ
ｉ
ｎ
ｅ
ｎ
　
Ｖ
ｅ
ｒ
ｎ
ｕ
ｎ
ｆ
ｔ
．
　
Ｂ
　
７
．
　
（
以
下
　
Ｋ
．
　
ｄ
．
ｒ
．
　
Ｖ
．
と

略

す

）

（

２

）
　

Ｋ

．
　
ｄ

．
　
ｒ

．
　
Ｖ

．
　
Ｋ
~

Ｘ

．

（

３

）
　

Ｋ

．
　
ｄ

．
　
ｒ
．
　
Ｖ

．
　
Ｘ

Ｘ

Ｖ

Ｉ
Ｉ

，
　
Ｘ

Ｘ

Ｉ
．
　
Ａ

ｎ
ｍ

．

（

４

）
　

Ｋ

．
　
ｄ

．
　
ｒ

．　
Ｖ

．
　
Ｘ

Ｘ

Ｖ

Ｉ
．

（

５

）
　

Ｋ

．
　
ｄ

．
　
ｒ

．
　
Ｖ

．
　
Ｘ

Ｖ

Ｉ
~

Ｘ

Ｖ

Ｈ

．

（

６

）

Ｋ

ａ
ｎ

ｔ
：
　
Ｋ

ｒ
ｉ
ｔ
ｉ
ｋ

　
ｄ
ｅ
ｒ

　
ｐ
ｒ
ａ
ｋ
ｔ
ｉ
ｓ
ｃ
ｈ
ｅ
ｎ

　
Ｖ

ｅ
ｒ
ｎ
ｕ
ｎ

ｆ
ｔ

．
　
Ａ

１
７
０
.
（

以

下

Ｋ

．
　
ｄ

．

ｐ

．
　
Ｖ

．

と

略

す

）

（

７

）
　

Ｋ

．
　
ｄ

．
　
ｐ

．
　
Ｖ

．
　
Ａ

１
６
９

．

（

８

）
　

Ｋ

．
　
ｄ

．
　
ｒ

．
　
Ｖ

．
　
Ｂ

　５
８
０

．

（

９

）
　

Ｋ

．
　
ｄ

．
　
ｒ

．
　
Ｖ

．
　
Ｂ

　５
８
１

．

（
1
0
）
　
第
一
批
判
と
第
二
批
判
に
お
け
る
物
自
体
は
、
少
な
か
ら
ず
相
違
が
あ
る
と

考

え

ら

れ

る

。

前

者

は

主

観

の

外

な

る

存

在

者
（

即

ち

形

相

と

質

料

よ

り

な

る

）

を

意

味

し

、

後

者

は

主

観

の

内

な

る

も

の

（

形

相

と

し

て

の

み

、

単

に

は

た

ら

き

と

し

て

の

）

を

意

味

し

、

両

者

は

ア

ナ

ロ

ギ

ア

の

関

係

に

あ

る

と

考

え

ら

れ

る

。

こ

こ

で

い

う

物

自

体

は

後

者

の

意

味

で

あ

る

。

（
1
1

）
　

Ｋ

．
　
ｄ

．
　
ｐ

．
　
Ｖ

．
　
Ａ

１
９
０

．

（
1
2

）
　

Ｋ

．
　
ｄ

．
　
ｒ

．
　
Ｖ

．
　
Ｂ

　５
７
４
-

５

．

（
1
3

）

自

由

は

先

験

的

自

由

と

実

践

的

自

由

の

二

種

が

あ

る

と

い

わ

れ

る

。

前

者

は

消

極

的

に

は

感

性

的

制

約

か

ら

の

独

立

（

超

越

）
。

積

極

的

に

は

出

来

事

の

系

列

の

始

ま

り

（

自

発

性

）

を

意

味

し

、

後

者

は

自

然

（

感

性

的

な

も

の

）

か

ら

の

独

立

、

さ

ら

に

道

徳

的

立

法

と

考

え

ら

れ

る

。

（
1
4

）
　

Ｋ

． 　
ｄ

．
　
ｐ

．
　
Ｖ

．
　
Ａ

１
０

．
　
Ａ

ｎ
ｍ

．

（
1
5

）
　

三

渡

幸

雄

「

カ

ン

ト

批

判

哲

学

の

構

造

」
（

日

本

学

術

振

興

会

）

参

照

。

（
1
6

）
　

増

谷

文

雄

『

阿

含

経

典

』
（

筑

摩

書

房

）

第

三

巻

、

二

五

五

―

二

五

六

ペ

ー

ジ

。

同

様

な

こ

と

が

、

同

書

一

二

四

ペ

ー

ジ

に

も

説

か

れ

て

い

る

。

（
1
7

）
　

宮

本

正

尊

『

根

本

中

と

空

』

（

第

一

書

房

）

一

五

－

一

六

ペ

ー

ジ

。

（
1
8
）
　
増
谷
文
雄
、
前
掲
書
、
第
一
巻
、
一
一
二
-
一
ニ
ニ
ペ
ー
ジ
。

（
1
9
）
　

宮

本

正

尊

、

前

掲

書

。

二

〇

ペ

ー

ジ

。



（
2
0）
　
『
法
句
経
』
（
渡
辺
照
宏
著

作
集
第
五
巻
、
筑
摩
書
房
）
二
七

九
ペ
ー
ジ
。

（
2
1
）
　
「

テ
ー

フ
・

ガ
ー
タ
ー
」
（
『
原
始

仏
典
』
筑
摩
書
房

、
早
島
鏡
正

訳
）

一
一

一
五
－

一
一
一
九
。
ま

た
同
様

な
こ
と

を
『
阿
含
経
』
（
増
谷
文
雄
、
前
掲
書

、

第
二
巻
、
二
六
ペ
ー
ジ
）
に
も
見
る
こ
と

が
で
き
る
。

（
2
2
）
　
『
自
我
と

無
我

』
（
平
楽
寺
書
店
）
中
村
元
「
イ

ン
ド
思
想
一
般
か
ら

見

た

無
我
思
想
」
五
七
Ｉ

五
九

ペ
ー
ジ

。

（
2
3）
　
金
倉
円
照
『
イ
ン
ド
哲
学
史
』
（
平
楽
寺
書
店
）
二
七

ペ
ー
ジ

。

（
2
4
）
　
『
東
西
思
惟
形
態
の
比
較
研
究

』
（
東
京
書
籍
）
北
条
賢
三
「
イ
ン
ド

的

思

惟
形
態
の
特
質
」
一
一
八
一

一
二
〇

ペ
ー
ジ
。

（
2
5）
　
中
村
元
、
前
掲
書
、
三
七
一

三
ハ

ペ
ー
ジ
。

（

す

ず

き

・

も

と

ひ

さ
、

西

洋

哲

学

、
大

正

大

学

大

学
院

）
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