
〈

研

究

論
文
２

〉

戸
坂
潤
と
申
南
澈
の
認
識
論
比
較

趙
　
　
　煕
　
榮

一

こ
の
小
論

は
、
一
九
三
〇
年
代
の
時
代
精
神
史
研
究

の
一
環
と

し
て

、
日

本
の
唯
物
論
者
戸
坂
潤
と
韓
国
の
唯
物
論
者
申
南
澈
（
し
ん
・
な
む
ち
ょ
る
）

の
認
識
論
に
お
け
る
異
同

点
、
相
互
影
響
関
係
な
ど
を
し
ら
べ
て

み
よ
う
と

試
み
た
も
の
で

あ
る
。
論
述
の
順
序

は
、
ま
ず
日
本
の
哲
学
界

に
ほ
と
ん
ど

知
ら
れ
て
い
な
い
申
南
澈
の
認
識
論
を
紹
介
し
、
そ
の
後
に
中
南
澈
と
戸
坂

潤
の
認
識
論
に
つ
い
て

若
干

の
比
較
考
察
を
進

め
た
い
。

申
南
澈
（
一
九
〇
六
～
一
九
五
七
）
は
、
一
九
三
一
年
京
城
帝
国
大
学
法
文

学
部
哲
学
科

を
卒
業
し
て
、
日

本
統
治
下

に
お
い
て
は
母
校
の
助
手

を
勤
め

た
。
解
放
後

に
は
ソ

ウ
ル
大

学
校
師
範
大
学
の
哲
学
教
授
と
し
て
勤
め
な
が

ら
唯
物
論
の
立
場
で

観
念
論
を
痛
烈

に
批
判
す
る
講
義
を
し
た
が
、
大
韓
民

国
政
府
が
樹

立
さ
れ
た
一
九
四

八
年

に
越
北
し
て
金
日
成
大
学
教
授
と
な
っ

た
後

に
死

去
し
た
。

申
南
澈
が
北

の
方

に
行

っ
て
し
ま

っ
た
の
で
、
韓
国
で

は
彼
が
越
北
前
に

書
い
た

著
書

『
歴

史
哲
学
』
（
ソ
ウ
ル
出
版
社
、
一
九
四
八
・
一
）
、
『
転
換
期

の

理
論
』
（
白
楊
堂
、
一
九
四
八
・
五
）
な
ど
は
絶
版
に
な
っ
て
い
る
。
こ
こ
で

は
、

日
本
統
治
下

に
お
い
て
京
城
帝
国
大
学
法
文

学
部
出
身

の
若
手

の
筆
陣
に
よ

っ
て
産
み
出
さ
れ
た
学
術
誌

『
新
興
』
第
九
号
（
一
九
三
七
年
）
の
冒
頭
に
載

せ

ら
れ
て
い

る
申
南

澈
の
論
文
「
認
識
・
身
体
及
歴
史
」

に
よ
っ
て
、
彼

の

独
自

な
認
識
論
で
あ

る
「
身
体
的
認
識
論
」
を
紹
介
す
る
こ
と

に
す
る
。

二

申
南

澈
の
身
体
的
認
識
論

は
、
マ
ル
ク
ス
主
義
哲
学
を
基
礎
と
し
て
い
る
。

マ
ル
ク
ス
は
『
ド
イ
ツ
・
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
』
と
い
う
著
書
の
中
で
、
「
す
べ

て

の
人
間

の
歴
史
の
最
初

の
前
提
は
も
ち
ろ

ん
生
き
て

い
る
人
間
の
個
体
的



『

生

命

で

あ

る

。

そ

れ

ゆ

え

に

、

確

認

さ

れ

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

最

初

の

事

態

は

、

こ

の

よ

う

な

個

体

の

身

体

的

組

織

と

そ

れ

に

よ

っ

て

与

え

ら

れ

た

、

そ

れ
以
外
の
自
然
に
対
す
る
身
体
的
組
織
の
関
係
で
あ
る
」
と
書
い
て
い
る
が
、

こ

の

よ

う

な

マ

ル

ク

ス

の

主

張

が

中

南

澈

の

身

体

的

認

識

論

の

出

発

点

と

な

っ

た

の

で

あ

る

。

申
南
澈
は
、
「
肉
体
」
（
Ｌ
ｅ
i
b
)
と
「
身
体
」
（
Ｋ
ｏ
ｒ
ｐ
ｅ
ｒ
）
区
別
し
て
い
る
。

彼

に

よ

れ

ば

、

肉

体

は

「
心

」

（
Ｓ
ｅ
ｅ
ｌｅ
）
　
Ｕ

対

応

す

る

概

念

で

あ

り

、

身

体

す
な
わ
ち
人
間
的
身
体
（
ｍ
ｅ
ｎ
ｓ
ｃ
ｈ
ｌ
ｉ
ｃ
ｈ
ｅ
ｒ
　
Ｋ
ｏ
ｒ
ｐ
ｅ
ｒ
）
　
＾
「
意
識
」
（
c
o
g
i
t
o
）

に

対

応

す

る

概

念

で

あ

る

。

申

南

澈

は

、

身

体

と

い

う

言

葉

で

物

理

的

乃

至

生
理
的
身
体
（
ｐ
ｈ
ｙ
ｓ
ｉ
ｓ
ｃ
ｈ
ｅ
ｒ
　
Ｋ
ｏ
ｒ
ｐ
ｅ
ｒ
）
　
を
考
え
ず
、
人
間
的
身
体
の
思
想
性

を

考

え

て

い

る

。

こ

れ

を

二

コ

ラ

イ

・

ハ

ル

ト

マ

ン

の

用

語

で

再

表

現

す

れ

ば
、
さ
し
づ
め
肉
体
は
「
心
的
存
在
」
（
Ｓ
ｅ
ｅ
ｌ
ｉ
ｓ
ｃ
ｈ
ｅ
ｓ
　
Ｓ
ｅ
i
n
)
に
該
当
し
、
身

体
は
「
精
神
的
存
在
」
（
ｇ
ｅ
ｉ
ｓ
ｔ
ｉ
ｇ
ｅ
ｓ
　
Ｓ
ｅ
i
n
)
　
に
該
当
す
る
の
で
あ
る
。
周
知

の

よ

う

に

ハ

ル

ト

マ

ン

は

、

存

在

を

実

在

的

存

在

と

理

念

的

存

在

と

に

分

け

て

い

る

が

、

こ

の

う

ち

実

在

的

存

在

は

、

無

機

物

（
物

質

）
、

有

機

体

、

心

的

存

在

、

精

神

的

存

在

な

ど

が

層

を

な

し

て

い

る

。

人

間

は

も

ち

ろ

ん

有

機

体

で

あ

る

が

同

時

に

心

的

存

在

で

あ

り

、

精

神

的

存

在

で

あ

る

。

こ

の

よ

う

な

ハ

ル

ト

マ

ン

の

存

在

論

に

お

け

る

人

間

観

と

同

じ

く

、

申

南

澈

の

身

体

的

認

識

論

に

お

い

て

も

人

間

の

肉

体

的

な

面

と

身

体

的

な

面

は

そ

の

段

階

が

異

な

る

。

そ

し

て

申

南

澈

に

よ

れ

ば

、

認

識

の

主

体

は

低

い

段

階

の

肉

体

的

自

己

乃

至

高

い

段

階

の

身

体

的

自

己

で

あ

り

、

認

識

の

対

象

は

現

実

の

雑

多

な

現

象

の

あ

ら

ゆ

る

関

係

で

あ

る

。

申

南

澈

の

認

識

論

に

お

い

て

は
、
肉
体
と
し
て

の
自
己
が
身
体
と
し
て

の
自
己
に
い
た
る
自
覚
過
程

が
弁

証
法
的

に
展
開
さ
れ
て
い
る
。

三

申

南
澈
は
、
認
識

の
過
程
を
①
「
受

容
」
、
②

「
加
工

」
、
③
「
表
現
」
の

三
段
階
に
分
け
て
い

る
。

①
「
受
容
」
（
Ａ
ｕ
ｆ
ｎ
ｅ
ｈ
ｍ
ｅ
ｎ
）
―
―
受
容
と
は
肉
体
的
受
容
す
な
わ
ち
感

覚

的

受

容

を

意

味

す

る

。

認

識

は

肉

体

に

よ

る

対

象

の

感

受

か

ら

は

じ

ま

る

の

で

あ

る

。

し

か

し

、

認

識

の

対

象

で

あ

る

外

界

は

認

識

主

体

の

感

覚

と

は

別

に

独

立

し

て

い

る

。

認

識

は

「

感

覚

か

ら

外

界

へ

の

方

向

」

で

は

な

く

、

「
外

界

か

ら

感

覚

へ

の
方

向

」

で

成

立

す

る

（
実

在

論

）
。

そ

し

て

、

感

覚

は

脳

髄

、

神

経

及

び

網

膜

な

ど

特

殊

な

方

式

で

組

織

さ

れ

た

物

質

に

依

存

す

る
（
唯

物

論

）
、

人

間

の

肉

体

に

は

生

理

心

理

的

に

「

模

写

可

能

性

」
（
Ａ

ｂ
-

ｂ
ｉ
ｌ
ｄ
ｕ
ｎ
ｇ
ｓ
ｆ
ａ
ｈ
ｉ
ｇ
ｋ
ｅ
ｉ
ｔ
）
が
与
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
模
写
可
能
性
に
外
界
の

抵

抗

や

圧

迫

が

加

え

ら

れ

て

認

識

主

観

に

模

写

作

用

が

起

こ

る

の

で

あ

る

（

模

写

説

）
。

肉

体

に

あ

る

模

写

可

能

性

が

対

象

を

受

容

す

る

と

い

う

こ

と

は

、

換

言

す

れ

ば

、

感

官

的

感

性

が

対

象

に

触

発

さ

れ

て

直

観

的

受

容

を

な

す

と

い

う

こ

と

で

あ

り

、

こ

の

点

で

見

れ

ぱ

、

申

南

澈

の

挙

げ

た

「

受

容

」

は

、

カ

ン

ト

が

指

摘

し

た

感

性

の

受

容

性

（
Ｒ
ｅ
ｚ
ｅ
ｐ
ｔ
ｉｖ
ｉｔａ
ｔ
）
と

似

て

い

る

。

し

か

し

、

カ

ン

ト

と

申

南

澈

の

間

に

は

立

場

の

相

違

が

あ

る

。

カ

ン

ト

は

あ

く

ま

で

構

成

説

と

い

う

観

念

論

の

立

場

で

あ

り

、

申

南

澈

は

外

界

の

実

在

を

認

め

る

実

在



論
の
立
場
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
点
が
後
述
す
る
戸
坂
潤
の
認
識
論
と
申

南

澈

の

認
識

論

と

の
共

通

点

で

あ

る

。

②
「
加
工
」
（
Ｖ
ｅ
ｒ
ａ
ｒ
ｂ
ｅ
ｉ
ｔ
ｅ
ｎ
）
―
―
加
工
作
用
と
は
認
識
主
観
が
受
容
し

た

も

の

に
対

し

て

内

容

性

を

与

え

て
解

釈

す

る
こ

と

で

あ

る

。
加

工

作

用

の

段

階

に

お

い
て

は
単

純

な

感

性

的

知
覚

の

段
階

を

越

え

て

悟
性

能

力

の
も

つ

自

由
性

が
増

大

す

る
。

こ

れ

は

カ

ン
ト

が

悟

性

を

自
発

性

を

も

つ
思

考

能

力

と

見

た

の
と

同

様

で

あ

る
。

そ

し

て

カ

ン

ト

に

お

い
て

悟

性

が
直

観

の

雑

多

を

カ
テ

ゴ
リ

ー

に
よ

っ
て

綜

合

し

て
判

断

を

成

立

さ

せ

る
思

考

能

力

で

あ

っ

た
よ

う

に
、

申

南

澈
に

お

い
て

も
加

工

に

お
け

る
判

断

作

用

が
認

め
ら

れ

て

い

る
。

し

か

し

、

申

南

澈

が
こ

の

よ
う

な

判

断

作

用

に
自

己

の

過

去

の

経

験

を

生

か

し

て

の

判

断

作
用

、

ま

た

マ

ル

ク

ス
主

義

者

ら

し

く

自

己

の

出
身

成

分

す

な

わ

ち

身

分

、
階

級

関
係

な

ど
に

よ

る
判

断

作

用

、

そ

の

他

、

か

ら

だ

の

コ

ン

デ

ィ

シ

ョ
ン

、
体

質

、

性

格

な

ど

に

よ

る
判

断

作
用

を

つ

け

加
え

て

い

る

点

が

カ

ン

ト
と

異

な

っ
て

い

る
。

中

南

澈

に

よ

れ

ば

、

受

容

さ

れ

た
内

容

は

判
断

に

よ

っ
て
一

応

整

理

さ

れ

る

が

、

加

工

作

用

は
受

容

さ

れ

た
内

容

に

対

す

る

単

な

る

構
成

的

作

用

で

は
な

い

。

そ

こ

に

は

既

に

弁
証

法

的
発

展

が

あ

る

。
そ

し

て
こ

の
段

階

に

お

い

て
意

識

内

容

に

対

す

る

明
確

な
規

定

が

与

え

ら

れ

る

の
で

あ

る
。

③
「
表
現
」
（
Ｅ
ｎ
ｔ
ａ
ｕ
ｓ
ｓ
ｅ
ｒ
ｎ
）
わ
れ
わ
れ
の
現
実
的
認
識
に
お
い
て
は
、

認

識

作

用

は

「
受

容

」

と

「
加
工

」

に

よ

る

一
定

の
判

断

だ
け

で

終

る
の

で

は
な

く

、

判

断

し

た
も

の

を

外
部

に
表

現

せ

ざ

る

を
得

な
い

の
で

あ

る
。

認

識

は
実

践

に

よ

っ
て

完

結

さ

れ

る

の
で

あ

る
。

認

識

に
よ

っ
て

思

考

さ

れ

た

も

の

は
物

質

的

に

身

体

化

（
Ｖ
ｅ
ｒ
ｋ
ｏ
ｒ
ｐ
ｅ
ｒ
ｎ
）
さ

れ

な

け

れ

ば

な
ら

な

い

。

こ

の
身

体

化

が
思

想

的

所

信

の
外

部

化

、

具

体

化

で

あ

り

、
認

識

の

表
現

的
段

階

で

あ

る
。

こ

の

段

階

に

お
い

て

思

考

と

存

在

、

理

論
と

実

践

が

統

一

さ

れ

る
。そ

し

て

、

肉

体

と

身

体

は
同

じ

な

が

ら

も
区

別

さ

れ

る
。

す

な

わ
ち

弁

証

法

的

展

開

の

段

階

を

異

に
す

る
。

身

体

は
感

性

的

肉
体

が
悟

性

の
作

用

を

媒

介
と
し
て
認
識
論
的
活
動
を
完
成
（
Ａ
ｕ
ｓ
ａ
ｒ
ｂ
ｅ
ｉ
ｔ
ｕ
ｎ
ｇ
）
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ

て

生

じ

た

主

体

で

あ

る

。
身

体

は

こ

の

よ

う

な
意

味

で

肉

体

よ

り

も
高

次

的

段

階

で

あ

る

。四

さ

て

、
申

南

澈

は
何

の

た

め

に
こ

の

よ

う

な

身

体

的
認

識

論

を

熱

心

に
唱

え

た

の
で

あ

ろ

う

か

？
　

そ

れ

は
、

マ

ル

ク

ス
主

義

に

の

っ
と

っ
た
革

命

的

実

践

を

う

っ

た
え

る

た

め

で

あ

っ
た

。

申

南

澈

に

よ
れ

ば

、

身

体
的

認

識

論

は
ま

さ

し

く

実
践

的
認

識

論

で
あ

る
。

肉
体

に
と

っ
て

は
感

性

的
模

写

が

重

要

な

課

題

で

あ

る

が

、
身

体

に
と

っ
て

は
実

践

的

認

識

が

重

要

な
課

題

で

あ

る

。

し

か

し

、
こ

の
ふ

た

つ

は
社

会

的

人

間

に

お

い

て

統

一

さ

れ

る
。

申

南

澈

に

よ

れ

ば

、
本

質

的

人
間

規

定

は

ホ

モ

ー
フ

ァ

ー
ベ

ル

で
あ

る
。

申

南

澈

は

、
ｈ
ｏ
ｍ
ｏ
　
ｆａ
ｂ
ｅ
ｒ

を

労

働
的

人

間

と

訳

し

た

。

し

た

が

っ
て

、
人

間

の

実
践

的

行

為

は
労

働

で

あ

る

。
労

働

は

生

産

で

あ

り

、

創

造
で

あ

る
。

労

働

に

お

い
て

は
言

う

ま

で

も

な
く

、

手

、
道

具

、
機

械

な

ど

が
重

要

な

役

割

を

な
す

。

そ

し

て

、

個

人

は
労

働

を

媒
介

と



し

て

社

会

的

関

係

に
入

る

の
で

あ

る

。

社

会

的

人

間

は
歴

史
的

実

践

を
通

じ

て

の

政

治

的
実

践

に

い

た

り
自

己

の

労

働

と

創
造

を
完

成

す

る
。

人

間

は
社

会

的

存

在

と

し

て

歴

史

を

創

る

。
し

た

が

っ
て

、
身

体

的

認
識

は
実

践

的

認

識

で

あ

り

、

実

践

的

認
識

は
歴

史

的

認
識

で

あ

る

。

こ

の

よ

う

に
し

て

申

南

澈

の

認

識

論

は

歴

史

哲

学

と

関
係

を

結

ぶ

。
彼

が
歴

史
哲

学

の
基

礎

理

論

と

し

て

身

体

的

認

識

論

を

ま

ず
問

題

と

し

た

の

も

こ

の

た

め
で

あ

る

。

そ

れ
で

は

、
実

践

的

認
識

と

し

て

の
歴

史

的

認

識

は

い

っ
た

い

ど

の

よ

う

な
も

の
で

あ

る

か
？
　

申

南

澈

に
よ

れ

ば

、

人

間

の

実

践

的

認

識

は

、
そ

れ

が
歴

史
的

状

況

の
な

か
で

生

き

て

い

る

人

間

の

認
識

で

あ

る

か

ら

に

は

、
歴

史
的
状
況
に
お
け
る
人
間
存
在
を
根
底
か
ら
（
ｖ
ｏ
ｎ
　
Ｇ
ｒ
ｕ
ｎ
ｄ
　
ａ
u
s
）
把
握
し
な

け

れ
ば

な

ら

な

い
。

そ

し

て

、

人

間

存

在

を

根

底

か

ら

把

握

す

る

と

い

う

こ

と

は

、
人

間

存

在
自

体

の
赤

裸

々
な

様

子

を

根

源

的

に

認

識

す

る

こ
と

で

あ

る

。

申

南

澈

は

、

こ

の

部

分

で

暗
示

的

に
書

い

て

い

る

が

、

当

時

の

日

本

統

治
下

に

あ

っ
た

朝

鮮

の

実

情

に

対
し

て

目

を

そ

む

け

ず

、

は

っ
き

り

と

見

き

わ

め

る

こ

と

を

要

請

し

て

い

る

。

こ

の
よ

う

に

申

南

澈

に

よ

れ

ば

、
人

間

の
実

践

的

認

識

は
歴

史

的

認

識

と

な

り

、

歴

史

的

認

識

は

根

源

的

認
識

と

な

ら
な

け

れ

ば

な

ら

な

い
。

そ

し

て

、

根

源

的

認

識

は

「
事

実

を

そ

の

根
底

か

ら
把

握

す

る
こ

と

」

で

あ

る
。

こ

の

よ

う

に

し

て

根

源

的

認

識

は

矛

盾

に
満

ち

た
現

実

の
歴

史
的

位

相

を

肌

身

に

痛

感

す

る
こ

と

で

あ

り

、

人

は

こ

の
身

膚

に
徹

し

た
自

覚

か

ら
歴

史

に

お
け

る
個

人

の
役

割

の

た

め

に
一

身

を

投

げ

だ

す

パ

ト

ス
的

行

為

に

い

た

る

の
で

あ
る
。

以

上
、
申
南
澈
の
身
体
的
認
識
論

に
つ
い
て

論
じ
た
が
、
こ
れ
が
結
局

マ

ル

ク
ス
主
義
的
な
革
命
理
論
で
あ

る
こ
と
が
明

ら
か
に
な
っ
た
。
申
南
澈
は

身
体
的
認
識
論
を
三
段
階
に
分
け
て
説
明
し
て
い
る
が
、
最
後

の
段
階
に
お

い
て
実
践
的
な
革
命
へ
の
道
を
説

い
て
い
る
。
申
南
澈
の
身
体
的
認
識
論
は
、

当
時
帝
国
主
義
日
本
の
支
配
下

に
あ

っ
た
朝
鮮
の
若

い
哲
学
者

た
ち
が
共
通

に
求

め
て
い
た
現
実
打
破
の
た
め
の
革
命
哲
学
の
典
型
と
見

な
す
こ
と
が
で

き

る
。

五

次

に
戸

坂
潤

の

認
識
論

を

『
認
識

と

は
何

か
』
（
山
岸
辰
蔵
と
共
著
『
認
識

論
』
所
収
、
三
笠
書
房
刊
、
一
九
三
三
年
）
と
い
う
著
作

に
よ

っ
て
考
察
し
な

が

ら
申
南

澈
の
認
識
論
と
似
て
い
る
所

を
拾

っ
て
み
る
こ
と
に
す
る
。

戸
坂
潤

の
認
識
論
上
の
立
場
は
、
彼
自
身
が
名
付

け
た
よ
う
に
「
実
践
的

模
写
説
」
で
あ

る
。
戸
坂

に
よ

れ

ば
、
「
実
在

＝
リ
ア
リ
テ
ィ

ー
」

の
認
識

が
真

理
で

あ
る
。
実
在

の
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
に
準
じ
て
認
識
の
リ
ア
リ
テ

ィ
ー

が
真

理
と

な
り
、
真

実
に
な
る
。
こ
の
よ
う
な
リ

ア
リ
テ

ィ
ー
と
し
て

の
真

理
が
あ
れ
ば
こ
そ
、
明
白
で
あ
り
、
普
遍
的
で
あ
り
、
具
体
的
で
あ
り
、
有

用

で
あ
る
真

理
の
客
観
的
構
成

が
可
能
に
な
る
の
で
あ
る
。
真
理
と
い
う
言

葉
は
リ
ア
リ
テ
ィ

ー
と
い
う
言
葉
と
お
き
か
え
て

も
よ
い
。

そ
し
て
、
認
識
は
実
在
を
認
識
す
る
。
実
在
た
る
リ
ア
リ
テ

ィ
ー
に
対
応

照
応
す
る
リ
ア
リ
テ
ィ

ー
が
認
識

の
内
に
再

現
す
る
な
ら
ば

、
そ
こ
に
真
理



と
い
う
関
係
が
成
立
す

る
。
真

理
認
識

は
実
在

の
リ
ア
リ
テ
ィ

ー
の
再
現
で

あ
る
。
こ
の
再
現
関
係

が
反
映
と

か
模
写
と

か
呼
ば
れ
る
も
の
で

あ
る
。
認

識
が
外
部
の
客
観
的
実
在

の
認
識
で
あ

る
限

り
は
、
認
識
は
実
在
の
再
現
で

あ
り
、
反
映
で
あ
り
、
模
写
で
あ

る
。
認
識
す

る
（
知
る
、
見
る
。
認

め
る

な
ど
）
と
は
写

す
と

い
う
こ
と
で
あ

る
。
こ

の
よ
う
な
戸

坂
の
模
写

説
は
申

南
澈

の
模
写

説
と
ま
っ
た
く
同

じ
で
あ

る
。

そ
れ
か
ら
、
戸
坂

に
よ
れ
ば

、
実
在

に
対
す

る
模
写
認
識
を
実
際
的
に
遂

行
す
る
た
め
に
は
、
知
覚
（
普
通
感
覚
と
呼
ば
れ
て
い
る
）
乃
至
感
性
を
第

一
の
媒
介
者
と

し
、
更

に
悟
性

に
よ

っ
て
指
導
さ
れ
る
こ
と
を
必
要
と

す
る
。

そ
し
て
戸

坂
に
よ
れ
ば

、
模
写

＝
認
識

は
い
わ
ば
実
践
的
な
模
写

で
あ

る
か

ら
、
こ
れ
に
根
拠
し
て
実
践
的
模
写
説

が
成
立
す
る
の
で
あ
る
。
こ

の
よ
う

に
戸

坂
が
実
践
的
模
写
説
の
立
場
で
、
認
識
過
程
を
感
性
的
知
覚

、
悟
性
的

思
考
、
実
践

の
三
段
階

に
分
け
て
い
る

の
も
中
南
澈
の
認
識
論
と
通
ず

る
点

で
あ
る
。

そ
れ
か
ら
戸

坂
に
よ

れ
ば
、
実
践
的
模
写

は
、
模
写

の
実
践

的
遂
行

に
お

い
て
、
歴
史
的
な
も

の
か
ら
論
理
的
な

も
の
の
抽
出
と
い
う
過

程
を
辿

ら
ね

ば
な
ら
な
い
。
人
類
の
認
識
は
こ
う
し
た
過
程
を
辿
る
こ
と
に
よ
っ
て
発
達

し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
初

め
て
真
理
を
獲
得
す
る
の
で
あ
る
。
こ

の
よ
う

な
戸

坂
の
所
説
も
申

南
澈
が
強
調
し

た
歴
史
的
認
識
、
根
源
的
認
識

を
連
想

さ
せ

る
ほ
ど
に
両
者

の
間

に
は
類
似
点
が
あ
る
。

戸

坂

は

ま

た
、
『
科
学
論
』
（
三
笠
書
房
刊
、
一
九
三
五
年
）
の
中

で

、
認
識

す
る
も
の
は
死

ん
だ
鏡
で
な
く
て
、
社
会
的
に
生
き
て

い
る
実
践
的
人
間
で

あ
る
こ
と

を
指
摘
し
な
が
ら
、
社

会
に
お
け

る
社
会
人
と
し
て

の
人
間
活
動

す
な
わ
ち
生
産
活
動
、
政
治
活
動
こ

そ
実
践
の
意
義

に
そ
う
も

の
で
あ
る
と

説
明

し
て
い

る
。
こ
こ
で
戸

坂
が
認
識

の
実
践
性
を
論

じ
な
が
ら
政
治
活
動

を
挙
論
し
て
い
る
の
も
、
申
南
澈
の
革
命
理
論
と
一
脈
相
通
ず
る
点
で
あ
ろ

六

以
上
、
申
南
澈

の
「
身
体
的
認
識
論
」
と
戸

坂
潤

の
「
実
践
的
模
写

説
」

の
要
旨
を
論
述
し
た
が
、
両
者

が
共

に
実
践
を
重
要
視
す
る

マ
ル
ク
ス
主
義

認
識
論
で
あ

る
こ
と
が
明

ら
か
に
な
っ
た
。

レ
ー
ニ
ン
は
、
彼
の
著
書

『
哲

学

ノ
ー
ト
』
の
中

で
既

に
認

識

の
過

程

を

①
「
直
観
」
、
②
「
思
考
」
、
③

「
実
践
」
の
三
段
階
に
分
け
て
い

る
。
ま
た
毛
沢
東
も
、
彼
の
著
書

『
実
践

論
』

の
中
で
認
識

の
過
程
を
①

「
感
性
的
認
識
」
、
②
「
理
性
的
認
識
」
、
③

「
実
践
」
の
三
段
階
に
分
け
て
い

る
。

マ
ル

ク
ス
主
義
認
識
論
に
お
け

る
実

践

の
重
要
性

は
今
更
重
言
す
る
必
要

が
な
い
。

そ

れ
か
ら
、
こ
の
小

論
の
中
で
主

に
参
照

さ

れ

た
申
南
澈

の
論
文

「
認

識

・
身
体
及
歴
史
」
は
、
一

九
三
七
年
一
月
に
朝
鮮
で
発
表
さ
れ
た
し

、
戸

坂
潤

の
著
作

『
認
識
と
は
何

か
』

は
、
一
九
三
七
年
十
月
に
日
本
で
発
行
さ

れ
た
に
も
拘
ら
ず
、
両
論
著

の
内
容

に
驚
く
ほ
ど
共
通
性
が
あ
る
の
は
、
両

論

著
が
同
じ
く
マ
ル

ク
ス
主
義

の
立
場
で
書
か
れ
て
い
る
た
め
で
あ

る
。

も
ち
ろ
ん
申
南
澈
の
身
体
的
認
識
論
と
戸

坂
潤

の
実
践
的
模
写
説

は
同
じ

く

マ
ル
ク
ス
主
義
の
立
場

に
立
ち
な
が
ら
も
、
お
の
お
の
独
自

性
を
も

っ
て



い
る
。
と
く
に
申
南
澈
の
身
体
的
認
識
論
は
、
既
に
指
摘
し
た
通
り
に
祖
国

解

放

の

た

め

の
革

命

理

論

と

見

る

べ

き

で

あ

る

。

そ

れ
で

は

、
戸

坂

潤

と

中

南

澈

と

の

間

に

は
ど

ん

な

相
互

影
響

関

係

が

あ

っ

た

ろ

う

か

？
　

戸

坂
潤

は
申

南

澈

よ

り

も

早

く

『
現

代

哲

学
講

話

』
（
白
楊

社
刊
、
一
九
三
四

年
）
、
『
科

学

論

』
（
三
笠
書
房
刊

、
一
九
三
五
年
）
、
『
現

代

唯

物

論

講

話

』
（
白
楊
社
刊

、
一
九
三
六
年
）
な

ど

の
著

書

を

一
九

三

〇

年

代

に

つ

ぎ

つ

ぎ

と

出

し

た
の

で

、

マ

ル

ク

ス

主
義

に
関

心

が
あ

っ

た
申

南

澈

が
戸

坂

の

著

書

を
読

ん

だ
可

能

性

は
大

き
い

。

し

か
し

、
申

南

澈

は

ギ
リ

シ
ア

語

、

ド

イ

ツ
語

な

ど

の
原

典

に
と

り

く

ん

で

、
『
ヘ

ラ

ク

レ

イ

ト

ス

の
断

片

語

』

の

翻

訳

も
し

た
こ

と

が

あ

る

の

で

、
戸

坂

の

著
書

か

ら

学
問

的

な
影

響

は
、

あ

ま

り

多

く
受

け

な

か

っ
た

で

あ

ろ

う

と
思

わ

れ

る

。

た

だ
し

、
同

じ

マ

ル

キ

ス

ト

で

あ

っ
た

の
で

、
申

南

澈

が
戸

坂

潤

に

対

し

て

親
近

感

を

も

っ
て

い

た

で

あ

ろ

う

こ

と

は

た

や
す

く

推

測

さ

れ

得

よ

う

。

そ

れ

か

ら
も

う

一

つ

、
こ

の
機

会

に

ぜ

ひ
書

き

と

め
て

置

き

た

い

こ
と

が

あ

る
。

そ

れ

は
、

戸

坂

潤

が

当

時

の

日

本

留

学

中

の

朝
鮮

人

学

生

た
ち

と

交

流

が
あ

っ

た
こ

と

で

あ

る

。

一

九

三

七

年

に

発

刊

さ

れ

た
早

稲
田

大

学

朝

鮮

人

在
学

生

た

ち

の
同

窓

会

誌

創

刊

号

に

よ

れ

ば

、

戸

坂
潤

は

学
芸

部

学

生

た

ち

の

招

聘

に
応

じ
て

、
一

九

三

六
年

十

一

月

十

八

日

大

隈

ホ
ー

ル

に
て

「
学

生

と

ヒ

ュ

ー

マ

ニ
ズ

ム
」

と

い

う

テ

ー

マ
で

午

後

三

時

か

ら

一
時

間

余

り

の

講
演
を
し
て
い
る
。
そ
し
て
講
演
後
に
戸
坂
と
学
生
た
ち
が
と
っ
た
記
念
写

真

が

同

窓

会

誌

の

巻
頭

を
飾

っ
て

い

る
。

こ

の

よ

う
な

事

実

は

、
戸

坂
潤

が

当

時

の

被

支

配

民

族

で

あ

っ

た
在

日

朝

鮮

人

学

生

た
ち

に

対

し

て

あ

た

た

か

い
同
情
心
を
も
っ
て

い
た
こ
と

を
立
証
す
る
と
同
時

に
、
ま
た
志

あ
る
朝
鮮

人

学
生

た
ち
が
戸

坂
の
学
風

に
対
し
て
欽
慕
の
情
を
も
っ
て
い
た
こ
と

を
示

す
も
の
で
あ
る
。

七

以

上
、
日
本
と
韓
国

に
お
い
て
長
い
間

か
え
り
み
ら
れ
な
か
っ
た
日
本
の

代
表
的
唯
物
論
者
戸
坂
潤
と
、
こ
れ
に
比
肩

す
る
韓
国
の
代
表
的
唯
物
論
者

申
南
澈
の
認
識
論
を
と

り
あ
げ
て
そ
の
異
同
点
を
探

っ
て
み
た
。
日
本
の
哲

学
界

に
目
新
し
い
申
南

澈
の
哲
学
思
想
の
紹
介
に
注
力
し
た
あ
ま
り
、
戸

坂

の
哲
学
思
想
に
つ
い
て

は
少
し
書
き
足
り
な
い
点

も
あ
る
が
、
そ

れ
で
も
一

九
三
〇
年
代
の
時
代
精
神

を
反
映
し
、
創
造
し
た
両
哲
学
者
の
常
識

に
そ
う

認
識
論

の
特
色
が
一
応
く
っ
き
り
浮
刻
さ
れ
た
と
思

う
。

（

１

）
　

Ｋ

ａ

ｒ

ｌ
　
Ｍ

ａ
ｒ
ｘ
.

　
Ｄ

ｉ
ｅ

　
Ｆ

ｒ

ｕ

ｈ
ｓ
ｃ

ｈ
ｒ

ｉ
ｆ
ｔ
ｅ
ｎ

　（

Ａ

ｌ
ｆ
ｒ

ｅ
ｄ

　
Ｋ

ｏ
ｒ
ｎ

ｅ
ｒ

　
Ｙ

ｅ
ｒ

ｌ
ａ
ｇ

　
Ｓ

ｔ
ｕ

ｔ
-

ｔ
ｇ
ａ
ｒ
ｔ
,
　
１
９
５
５
)
　
Ｓ

．

３

４
７

．

（

２

）
　

申

南

澈

「

認

識

・

身

体

及

歴

史

」

（
『

新

興

』

第

九

号

所

収

）

一

六

頁

。

（

３

）
　

同

書

、

二

五

頁

。

（

４

）

『

戸

坂

潤

全

集

』

第

三

巻

（

勁

草

書

房

刊

、

一

九

六

六

年

）

四

四

二

頁

。

（

５

）
　

同

書

、

四

四

四

頁

。

（

６

）

『

哲

学

』

創

刊

号

（

哲

学

研

究

会

刊

、

一

九

三

三

年

）

所

収

。

（

ち

ょ

う

・

ひ

よ

ん

、

哲

学

、

全

南

大

学

校

教

授

）
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