
〈
研

究

論
文

５

〉

「
私
」
の
確
信
と
し
て
の
理
性
信
仰

は

じ

め

に

あ

ら

ゆ

る

人

間

の

精

神

的

生

に

は

、

内

実

が

異

な

っ

て

い

た

と

し

て

も

何

ら

か

の

意

味

で

信

仰

と

い

う

精

神

的

営

み

が

存

在

し

て

い

る

と

思

わ

れ

る

。

そ

の

際

、

キ

リ

ス

ト

教

文

化

圏

に

お

い

て

信

仰

を

徹

底

的

に

理

性

に

基

づ

い

て

説

明

し

よ

う

と

し

た

典

型

的

な

哲

学

者

は

、

カ

ン

ト

（

Ｉ
ｍ

ｍ

ａ
ｎ

ｕ

ｅ

ｌ

Ｋ
ａ
ｎ
ｔ
，
　
|
七
二
四
～
一
八
〇
四
）
で
あ
っ
た
。
そ
の
際
彼
は
、
何
か
を
真
実
だ

と

判

断

す

る

行

為

に

お

い

て

、

信

仰

を

知

と

原

理

的

に

峻

別

し

、

神

や

来

世

の

信

仰

を

「

理

性

信

仰

」

と

し

て

提

示

し

た

の

で

あ

っ

た

。

カ

ン

ト

は

、

一

七

八

六

年

に

メ

ン

デ

ル

ス

ゾ

ー

ン

（

Ｍ

ｏ
ｓ
ｅ
ｓ

　
Ｍ

ｅ
ｎ

ｄ
ｅ

ｌｓ
ｓ
ｏ

ｈ
ｎ

，

１
７
２
９
-
８
６
」
と
ヤ
コ
ー
ビ
（
Ｆ
ｒ
ｉ
ｅ
ｄ
ｒ
ｉ
ｃ
ｈ
　
Ｈ
ｅ
ｉ
ｎ
ｎ
ｃ
ｈ
　
Ｊ
ａ
ｃ
ｏ
ｂ
ｉ

，
　
１
７
４
３
-
１
８
１
９
）

と

の

ス

ピ

ノ

ザ

論

争

に

巻

き

込

ま

れ

、

ス

ピ

ノ

ザ

主

義

者

す

な

わ

ち

無

神

論

者

と

称

さ

れ

る

ま

で

に

至

り

、

彼

の

生

涯

の

中

で

か

な

り

深

刻

な

事

態

に

福

田

喜
一
郎

陥

っ
て

し

ま

っ

た
。

彼

の

『
思

考

の

方

向

を

定

め

る
と

は

何

を

意

味

す

る

か
』
（
一
七
八
六
年
、
以
下
、
『
思
考
論
文
』

と
略
記
）

は

、

こ

の
無

神

論

の
嫌

疑

を

払
拭

す

る
意

義

を
も

有

し

た
重

要

な

論

文

で

あ

り

、

そ

こ

で
初

め

て
明

確

に
自
ら
の
宗
教
上
の
立
場
を
「
理
性
信
仰
（
Ｖ
ｅ
ｒ
ｎ
ｕ
ｎ
ｆ
ｔ
ｇ
ｌ
ａ
ｕ
ｂ
ｅ
）
」
と
し
て

表

明
し

、

自

分

を

批
判

す

る

相
手

の

立

場
を

狂

信

的

信

仰

と

し

て

厳

し

く
断

罪

し

た

の
で

あ

っ
た
。

理

性

信

仰

の

立

場

は

神

の

存

在

を
客

観

的

に
証

明

し

よ

う

と

す

る

も

の

で

は

な

い

が

、
信

仰

上

の

確

信

を

感

情

や

直

観

に
よ

る
明

証

性

と

は

は

っ
き

り

と
区

別

し

、

理

性

に

の

み

基

づ

か

せ

よ

う

と
す

る
立

場

で

あ

る

。

そ

れ

は

経

験

に

お

い
て

示

す

こ

と

の

で

き

な

い
心

の
内

部

の
で

き

ご

と

で

あ

る

が

ゆ

え

に

客

観

的

必
然

性

を

伴

わ

な

い
が

、

主

観

的

に
は

必

然

的

な

確

信

だ

と

さ

れ

て

い

る
。

本
稿

は

、

信

仰

が

も

つ

こ

の

主

観
的

必

然

性

の

意

味

を

カ

ン

ト

の

テ

ク

ス

ト

に

即

し

て

考

察

す

る

も

の
で

あ

る
。

68



一
　

「

主

観

的

に

は

」

と

い

う

表

現

神

の

存

在

を

確

信

す

る

「
私

」

と

い

う

特

定

の

「
主

観

」

は

、

自

ら

の

外

に

あ

る

「

客

観
」

と

関

わ

る

と

き

、

そ

こ

に

直

観

、

感

覚

、

認

識

、

傾

向

性

の
満

足

、

尊
敬

の

感

情

、

情

念

、

快
不

快

の
感

情

、

そ

の

他

が

生

じ

る

。

す

な

わ
ち

、

カ

ン

ト

哲

学

に

お

い

て

は
、

主

観
と

客

観
も

し

く

は

主

体

と

客

体

と

い
う

世

界

の

概

念

設

定

は

、

他

の

い

か

な

る
哲

学

に

も

劣
ら

ず

堅

固

な

も

の
で

あ

り

、

右

記

の
で

き

ご
と

は
常

に
両

者

の

関

係
性

に

お

い

て

考
究

さ
れ

て

い

る
。

も

し

主

観

の

属

性
を

思

惟

と

し

客

観

を

存

在

と

考
え

て

そ

の
同

一

性

の

立

場

（
思

惟

と

存

在

の
同

一
性

）

を

と

る
哲

学

が

あ

る
と

す

る

な
ら

ば

、

カ

ン
ト

哲

学

は

決

定

的

に
そ

の

対

極

に

位

置

づ

け

ら

れ

る
哲

学

で

あ

ろ

う

。

両

者

が

異

な

る

存

在

で

あ

り

な

が

ら

、

両

者

の

間

で

生

じ

る
右

記

の
で

き

ご

と

を

問

う

と

こ

ろ

に
そ

れ

ぞ

れ

の

問

題

の

困

難

さ

が

あ

る
。
「
先

天

的

綜

合

判

断

」

の

問

題

も

、

大

局

的

に

は

こ
の

主

観

と

客

観

の

関

わ
り

方

に
帰

す

る

の

で

あ

ろ

う

。

そ

の

際

、

カ

ン

ト

は
人

間

精

神

が

抱

く

確

信

と

い
う

で

き

ご
と

を
、

主

観

が

客

観

を

学

ぶ

と

い
う

立

場

か

ら

考

察

し

て

い

る
の

だ

。

こ

の
学

ぶ
と

い
う

視

点

が

際

だ

っ
て

い

る

の

は

、

ク

リ

ス

チ

ャ

ン

・

ヴ

ォ

ル

フ
（
Ｃ
ｈ
ｒ
ｉｓ
ｔ
ｉａ
ｎ

Ｗ
ｏ
ｌ
ｆ
ｆ
，
　
１
６
７
９
-
１
７
５
４
）
か
ら
受
け
継
い
だ
歴
史
的
認
識
と
哲
学
的
認
識
の

区

別

に
基

づ

い

て

主

張

さ

れ

た

、

哲

学

の

学

習

不

可

能

性

の

議

論

で

あ

る
。

ヴ

ォ

ル

フ

は

『
哲

学

一

般

に

つ

い

て

の

予

備

的

叙

説

』
（
一
七
二

八
年
）

で

次

の

よ

う

に

述

べ

て

い

る

。
「
も

し

あ

る
人

が

哲

学

の

諸

命

題

を

知

っ

て

い

て

そ

れ

ら

を

理

解

し

て

は
い

る

が
、

そ

の
真

理

を

論

証

し

え

な

い
と

き

、

彼

は

哲

学

に

つ

い
て

の

事

実

的

認

識

を

も

っ
て

い

る

。
（
中

略

）

し

か
し

彼

は
こ

れ

ら

の

命

題

の
真

理

を

論

証

で
き

な

い

の
で

あ

る

か
ら

、

学

が

欠
け

て

お
り

、

し

た

が

っ
て

哲

学

そ

の
も

の

を
も

た
な

い
ま

ま

哲

学

に
つ

い
て

の

事
実

的

認

識

し

か

も

っ
て

お

ら

ず

、

そ
れ

故

に
議

論

の
不

整

合

を

認

め
る

の

で

な

い

か

ぎ

り

、

彼

は

哲

学

者

と

は
称

さ
れ

え

な

い
」
。

カ

ン

ト

に

よ

れ

ば

、

私

た

ち
が

有

し

て

い

る
認

識

の

中

身

は

、

客

観
的

に

は

、
す

な

わ

ち

そ

れ

自
身

に

お

い
て

は

、

経

験

を

介

さ

な

い

合

理

的

認
識

で

あ

っ
て
も

、

主

観

的

に

は
、

も

し

そ

れ

が

他

者

か

ら

与

え

ら

れ

た

（
教

え

ら

れ

た

）

だ

け

の

場

合

は
歴

史

的

認

識

（
事

実

的

認

識

）

で

あ

る

（
原

語

の

ｈ
ｉｓ
ｔｏ
ｎ
ｓ
ｃ
ｈ
ｅ
　Ｅ
ｒ
ｋ
ｅ
ｎ
ｎ
ｔｎ
ｉｓ

は

「
歴

史

的

認

識

」

と

「
事
実

的

認

識

」

の

二

つ

の
邦

訳
が

可

能

）
。

た
と

え

ば

、

ヴ

ォ
ル

フ

の

哲

学

体

系

を

す

べ

て

学

習

し

、

そ

れ

ぞ

れ

の
項

目
を

頭

に
た

た

き

込

ん

だ

と

し

て

も

、
も

し
そ

れ

を
原

理

に
基

づ

い

て
身

に

つ
け

て

い
な

い
な

ら

ば

、

そ

れ

は

歴

史

的

認
識

の
総

体

で

し

か

な

い

。

そ

の

場
合

、

ヴ

ォ
ル

フ
の

哲

学

に

つ

い

て

質

問

さ
れ

て

も

、

覚

え

込

ん

だ

命

題

を

繰
り

返

す

だ

け

で

原

理

に

基

づ

い

た
体

系

的
な

説

明

は

で

き

な

い

。
す

な

わ

ち
、

客

観

的

に

は

合

理

的

認

識

で

あ

っ
て
も

、

主

観

的

に

は
歴

史

的

認
識

に
過

ぎ

な

い
場

合

が

あ

る

と

い

う

の

で
あ

る
。

こ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
「
主
観
的
に
は
（
ｓ
ｕ
ｂ
ｊ
ｅ
ｋ
ｔ
ｉ
ｖ
）
」
と
い
う
ド
イ
ツ

語

形

容

詞

の
副

詞

類

的
用

法

で

あ

る

。

カ

ン

ト

は

さ

ま
ざ

ま
な

哲

学

的

説
明

の

局

面

で

こ

の
表

現

を

用

い

て

い

る

。

こ
れ

は

認
識

の
客

観

と

、

学

ぶ

主
観

と

の

関

係

を

表

し

て

い

る

。

そ

の

場

合

、
ｓ
ｕ
ｂ
ｊｅ
ｋ
ｔ
ｉｖ

と

は

異

な

っ

た
表

現
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が

意

図

的

に

用

い

ら

れ

て

い

る

例

が

あ

る

。

ド

ー

ナ

版

の

カ

ン

ト

講

義

録

に

よ

る

と

、

カ

ン

ト

は

一

七

九

二

年

四

月

二

六

日

に

次

の

よ

う

に

語

っ

て

い

る

。

「
わ
れ
わ
れ
の
認
識
は
す
べ
て
、
（
そ
の
学
び
方
に
し
た
が
え
ば
）
、
（
一
）
ア
プ

リ

オ

リ

に

理

性

か

ら

導

出

さ

れ

る

か

ぎ

り

（
た

と

え

ば

純

粋

数

学

や

形

而

上

学
）
合
理
的
で
あ
る
か
、
（
二
）
歴
史
的
で
あ
る
か
の
い
ず
れ
か
だ
が
、
歴
史
的

な
も
の
と
し
て
は
、
(
a
)
そ
の
認
識
が
主
観
の
な
か
で
経
験
的
根
拠
に
基
づ
い

て

い

る

場

合

は

主

観

的

に

歴

史

的

で

あ

り

、

そ

の

認

識

根

拠

が

歴

史

的

以

外

で

は

あ

り

え

な

い

場

合

は

客

観

的

に

（
ｏ
ｂ
ｊｅ
ｋ
ｔ
ｉｖ
ｉｓ
ｃ
ｈ
）
歴

史

的

で

あ

る

。

〈
客

観

的

に

〉

合

理

的

な

認

識

で

あ

っ

て

も

、

主

観

的

に

は

（
ｓ
ｕ
ｂ
ｊｅ
ｋ
ｔ
ｉｖ
ｉｓ
ｃ
ｈ
）
歴

史

的

と

な

る

可

能

性

が

あ

る

」
。

こ

の

ｓ
ｕ
ｂ
ｊｅ
ｋ
ｔ
ｉｖ
ｉｓ
ｃ
ｈ

と

い

う

独

特

の

ド

イ

ツ

語

は

、

カ

ン

ト

に

お

い

て

は

学

ぶ

立

場

を

表

す

の

に

意

図

的

に

用

い

ら

れ

て

い

る

も

の

で

あ

る

。

た

だ

し

、

他

の

箇

所

で

は

同

じ

意

味

で

ｓ
ｕ

ｂ
ｊｅ
ｋ
ｔ
ｉｖ

と

書

か

れ

て

い

る

。

こ

の

よ

う

に

客

観

を

学

ぶ

立

場

で

語

ら

れ

る

場

合

の

主

観

は

、
「
私

」

と

い

う

特

定

の

主

観

に

他

な

ら

ず

、

こ

れ

が

信

仰

に

お

い

て

も

問

わ

れ

る

の

で

あ

る

。

次

に

述

べ

る

よ

う

に

信

仰

の

問

題

は

、

こ

の

特

定

の

主

観

が

い

か

に

必

然

性

の

意

識

を

伴

っ

た

確

信

を

抱

き

う

る

か

と

い

う

問

い

な

の

で

あ

る

。

二
　

臆

見

と

知

と

信

仰

「
私

」

が

何

か

を

学

ぶ

と

い

う

主

観

の

視

点

に

立

っ

て

私

た

ち

の

意

識

内

部

で

生

じ

て

い

る

事

態

を

考

察

す

る

と

、

そ

こ

で

は

客

観

に

つ

い

て

の

確

信

が

い

か

に

生

じ

う

る

の

か

と

い

う

問

題

が

問

わ

れ

る

。

一

八

世

紀

ド

イ

ツ

の

哲

学

者

や

教

育

者

は

、
「
確

信

を

伴

う

真

理

の

発

見

」

を

重

要

視

し

て

い

た

よ

う

で

あ

る

。

真

理

が

発

見

さ

れ

る

な

ら

、

さ

ら

に

そ

れ

を

自

分

お

よ

び

他

人

が

い

か

に

確

信

で

き

る

か

も

問

わ

れ

た

か

ら

で

あ

る

。

そ

の

際

、

知

識

の

獲

得

に

お

い

て

客

観

の

概

念

規

定

と

同

時

に

、

主

観

に

お

け

る

思

惟

の

営

み

の

本

性

が

探

求

さ

れ

、

当

然

の

こ

と

な

が

ら

、

確

信

や

信

じ

込

み

と

い

う

心

の

中

の

で

き

ご

と

が

関

心

事

と

な

っ

た

。

そ

し

て

さ

ら

に

こ

の

意

味

で

、

確

信

や

信

じ

込

み

に

関

わ

る

信

仰

問

題

は

、

同

時

に

広

い

意

味

で

の

一

八

世

紀

的

な

論

理

学

の

問

題

と

な

っ

た

の

で

あ

る

。

カ

ン

ト

も

他

の

哲

学

者

の

例

の

漏

れ

ず

、

信

仰

上

の

確

信

と

い

う

テ

ー

マ

を

論

理

学

講

義

の

中

で

繰

り

返

し

説

明

し

続

け

て

い

た

。

そ

の

講

義

で

は

、

マ
イ
ヤ
ー
（
G
e
o
r
g
　
Ｆ
ｒ
ｉ
ｅ
ｄ
ｒ
ｉ
ｃ
ｈ
　
Ｍ
ｅ
ｉ
ｅ
ｒ
,
　
１
７
１
８
-
７
７
）
の
『
論
理
学
綱
要
』

（
一

七

五

二

年

）

が

教

科

書

と

し

て

用

い

ら

れ

た

。

た

だ

し

マ

イ

ヤ

ー

は

信

（
仰

）

を

特

定

の

認

識

源

泉

と

見

な

し

、

他

人

が

確

信

し

て

伝

達

す

る

こ

と

が

ら

を

正

し

い

と

思

う

よ

う

な

、
「
証

人

に

対

す

る

信

」

を

、

独

自

の

認

識

の

お

り

方

と

し

て

認

め

て

い

た

の

で

あ

る

。

し

か

し

、

カ

ン

ト

は

こ

の

考

え

を

継

承

せ

ず

、

信

仰

を

経

験

や

理

性

と

並

ぶ

別

の

認

識

源

泉

と

は

考

え

な

か

っ

た

。

で

は

。

カ

ン

ト

は

信

仰

を

ど

の

よ

う

に

考

え

た

か

。

彼

は

特

定

の

主

観

が

「
真

だ

と

見

な

す

行

為

（
Ｆ
ｕ
ｒ
w
ａ
ｈ
ｒ
ｈ
ａ
ｌｔｅ
ｎ
　
=
意

見

）
」

に

お

い

て

生

じ

て

い

る

確

信

の

意

識

を

次

の

よ

う

に

説

明

し

て

い

る

。
「
意

見

す

な

わ

ち

判

断

の

主

観

的

妥

当

性

は

、
（
同

時

に

客

観

的

に

妥

当

す

る

）

確

信

と

の

関

係

で

、

次

の

三

段

階

を

有

し

て

い

る

。

す

な

わ

ち

、

臆

見

と

信

仰

と

知

で

あ

る

。

臆



見

は
意

識
に
関

し
て

主
観
的

に
も
客
観

的
に
も
不
十

分
な
意
見
で

あ
る
。

こ

の
意
見

が
主
観
的
に
の
み
十
分
で
、
同

時
に
客
観
的
に
は
不

十
分
と
判
断

さ

れ
る
な
ら
、
そ
れ
は
信
仰
で
あ

る
。
最

後
に
、
主
観
的
に
も
客
観
的
に
も
十

分
な
意
見

は
、
知
と
称

さ
れ
る
。
主

観
的
充
足

性

は
（
私
自

身

に
と

っ
て

の
）
確
信
で

あ
り
、
客
観
的
充

足
性

は
（
誰
に
と

っ
て
も
の
）
確
実
性
と
称

さ
れ
る
」
（
Ａ
８
２
２
／
Ｂ
８
５
０
）
。

臆
見
は
主
観
の
側
に
も
客
観
の
側
に
も
確
固
た
る
根
拠
は
な
く
、
知
は
主

観
の
側
に
も
客
観
の
側
に
も
そ
の
両

者

に
お
い
て

根
拠
を
も
つ

が
、
（
神
や

来
世

の
）
信
仰
は
主
観
の
側
に
の
み

根
拠
が
あ
る
と
主
張
さ
れ
て
い
る
。
そ

の
際
、
信
仰
の
主
観
的
充
足
性
は
、
「
（
私
自
身
に
と

っ
て
の
）
確
信
」
だ
と

述
べ
ら
れ
て

い
る
が
、
カ
ン
ト
は
そ
こ
に
も
必
然
性
が
あ
る
と
主
張
し
て

い

る
。
こ
の
確
信
は
主
観
の
中
に
の
み

根
拠
を
も
つ
が
、
客
観
的
に
は
根
拠
を

提
示

で
き
な

い
意
見
で
あ
り
、
も
し
く
は
経
験
の
対
象

に
お

い
て
確
証
で
き

な

い
意
見
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
特
定
の
主
観

に
し

か
妥
当
し

な
い
必
然
性
し

か
も

だ
な

い
が
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
「
主
観
的
必
然
性
」

に
積

極
的
な
意
義
が
認

め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

信
仰
の
主
観
的
必
然
性
は
、
客
観
の
側

に
根
拠

は
な
い
が
主
観
の
側

に
根

拠
が
あ
る
意
見
で
あ

る
。
す
な
わ
ち
単
な

る
思

い
こ
み

に
過
ぎ
な

い
臆
見
と

は
異
な
り
、
私
自
身

に
と

っ
て
は
確
実
な
意
見
で
あ
り
、
し

か
も
他
者
へ
の

伝
達
が
可
能

だ
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
信
仰

の
伝
達
可
能
性

に
つ

い
て
は
、

カ
ン
ト
の
考
え

は
テ

ク
ス
ト
に
よ

っ
て

か
な
り
ぶ
れ
て

い
る
が
、
後
述
の
よ

う

に
最
終
的

に
は
伝
達
可
能
性
を
認

め
て

い
る
。
と

い
う

の
は
、
こ

の
伝
達

可
能
性
こ
そ
は
理
性
信
仰
と
歴
史
的
信
仰
と
の
違

い
を
大
き
く
決
定
し
て

い

る
か
ら
で
あ
る
。
後
者
が
歴
史
的
事
実
の
情
報
の
届
く
範
囲
に
限
ら
れ
る
の

に
対
し
て
、
前
者
は
そ
う
し
た
制
約
を
受
け
な
い
か
ら
で
あ
る
（
Ⅳ
1
0
2
～
3
）
。

ま
た
カ

ン
ト
が
神
の
存
在
を
直
観
や
霊
感

の
対
象
で
は
な
く
、
ま
ず
概
念
上

の
問
題
と
し
て
人
間
に
課
せ
ら
れ
て

い
る
と
し
て

い
る
の
も
注
目
す
べ
き
で

あ
る
（
Ⅷ
１
４
２
）
。

い
ず
れ
に
し
て
も
、
主
観
的
必

然
性

が
主
張

さ
れ
る
際
の
主
観
に
お
け

る

根
拠
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ

が
重
要
で

あ
る
。

カ
ン
ト
は
根
拠
と
原
因
を

区
別
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
私

た
ち
の
心
は
そ

の
生

い
立
ち
や
さ
ま
ざ
ま

な

歴
史
的
環
境
に
よ

っ
て
そ
の
性

状
を
異

に
し
て

い
る
。
こ
の
異
な

っ
た
性
状

が
心
を
動
か
す
な
ら
ば
、
そ
れ

は
主
観

的
原
因

に
過
ぎ
な
い
。
し
た
が

っ
て
、

そ
こ

に
は
誰

に
で
も
妥
当
す

る
と
い
う
意

味
で

の
必
然
性
は
な
い
。

た
と
え

ば
、
貧
困
な
生
活
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
い
る
人

生
で

は
、
吝
嗇
の
性
格
を
形

成
し
て
し
ま

う
の
は
事
実
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
こ
に
は
主
観
的
妥
当
性
し

か
な

い
。
必
ず
し
も
吝
嗇
的
性
格
を
形

成
す
る
と
は
限
ら

な
い
か
ら
で
あ
る
。

こ
れ

に
対
し
て
、
主
観
的
必
然
性
を
決
定
す
る
の
は
、
人
間
主
観
に
課
せ

ら
れ

た
道
徳
法
則
と
最
高
善
を
実
現
せ
よ
と
い
う
命
令
で

あ
る
。
こ
の
意
味

で
こ

そ
主
観
の
中

に
普
遍
性

を
伴

っ
た
根

拠
が
存
在
す

る
の
で
あ
る
。
「
主

観
的

に
十
分
」

と
い
う
の
は
こ
の
根
拠
が
十
分
だ
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
そ

し
て

こ
の
主
観

的
充
足
性
の
本

来
の
意
味

を
理
解
す

る
た
め
に
は
、
『
実

践

理
性

批
判
』
（
一
七
八
八
年
）
に
お
け

る
議
論

を
前
提
し
な
く
て
は
な
ら
な

い
。
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三
　

理

性

信

仰

と

無

神

論

『
実

践
理
性
批
判
』
は
、
純
粋
理
性
が
そ
れ
だ
け
で
意
志
を
規
定
し
う

る
こ

と
を
中
心
的
証
明
課
題
と
し
て

い
た
。
批
判
は
、
道
徳
法
則
が
純
粋
理
性
の

唯
一
の
「
事
実
」
で
あ
る
こ
と
を
そ
の
説
明

根
拠
と
し
、
こ
の
道
徳
法
則
が

そ
れ
だ
け
で
原
因
性
と
し
て
の
意
志
を
決
断
さ
せ
う
る
こ
と
を
論
証
し
て
い

る
。

そ
し
て
こ
の
実
践
理
性
は
理
論
理
性
と
同
様
に
無
制
約
的
な
も
の
を
求

め
る
。

無
制
約
的
な
も
の
は
理
論
理
性
に
と

っ
て
は
理
念
に
す
ぎ
な

い
が
、

実
践

理
性
に
と

っ
て
の
無
制
約
的
な
も
の
は
、
道
徳
と
幸
福
の
両
者
の
実
現

と
な

る
「
最

高
善
」

で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
最

高
善
に
は
「
最
上
善
」
と
し

て
の
道

徳
に
相
応
し

い
幸
福
を
期
待
す

る
こ
と

が
含

ま
れ
る
の
で
あ
る
。
確

か

に
、
道

徳
の
実
現

に
よ
っ
て
人
格

に
お
け

る
充
足
感

は
達

成
さ
れ
る
が
、

こ
れ
が

そ
の
ま
ま
幸
福
を
実
現

す
る
の
で

は
な
い
。

そ
の
満
足
感
で
自
分
の

全
存
在

が
満

た
さ
れ
る
わ
け

で
は
な
い
か
ら
で

あ
る
。

し

か
も
、
道
徳
と
幸
福
の
両
者
の
実
現
で

あ
る
最

高
善
は
、
人
間
に
と
っ

て

は
命

令
で

あ
る
。

な
ぜ
命
令
に
な
る
の
か
。

カ
ン
ト
は
そ
の
根
拠
を
神
と

の
ア
ナ

ロ
ジ
ー
に
求
め
て
い
る
。
す

な
わ
ち
、
人
間
の
意
志
決
定
は
傾
向
性

や
欲
求

の
影

響
か
ら
独
立
に
な
さ
れ
る
と
い
う
点
で
は
浄
福
に
似
て
い
る
が
、

こ
の
浄

福
概
念

の
起
源
は
神

の
み
に
可

能
な
自

己
充
足
性
と
ア

ナ
ロ
ジ
ー
の

関
係

に
あ
る
か
ら
で

あ
る
（
Ｖ
１
１
８
）°
こ

の
ア

ナ

ロ
ジ

ー
に
従
う
な
ら

ば
、

人
間

は
道
徳

の
実
現

に
よ
っ
て
得
心
の
状
態

に
至
ら

な
く
て
は
な
ら
な
い
が
、

そ
れ
が
自
然

に
お
い
て
は
不
可

能
だ
か
ら
命
令

と
な

る
の
で
あ
る
。

別

の

言

い

方

を

す

る

と

、

道

徳

と

幸

福

と

は

分

析

的

に

は

け

っ

し

て

結

び

つ

か

な

い

か

ら

、

最

高

善

は

人

間

理

性

に

と

っ

て

総

合

的

命

題

と

な

る

の

で

あ

る

。

だ

か

ら

こ

れ

を

可

能

に

す

る

も

の

と

し

て

、

自

由

、

魂

の

不

死

性

、

神

の

存

在

が

要

求

さ

れ

る

（

た

だ

し

、

信

仰

上

は

来

世

と

神

の

存

在

が

重

要

な

問

題

と

な

る

）
。

道

徳

の

実

現

に

は

自

由

は

不

可

避

で

あ

る

。

ま

た

、

道

徳

の

完

全

な

実

現

に

向

け

て

、

人

間

の

魂

は

無

限

に

す

す

ん

で

ゆ

か

な

く

て

は

な

ら

な

い

か

ら

で

あ

る

（

道

徳

的

改

善

に

努

力

す

る

人

間

と

な

る

）
。

実

際

、

魂

の

不

死

性

を

信

じ

な

け

れ

ば

、

人

間

は

自

堕

落

な

生

活

を

導

く

か

、

狂

信

的

な

夢

想

に

身

を

委

ね

る

こ

と

に

な

る

か

ら

で

あ

る

。

有

限

的

な

存

在

者

で

あ

る

人

間

が

道

徳

的

改

善

を

低

次

の

段

階

か

ら

高

次

の

段

階

へ

と

高

め

て

ゆ

く

た

め

に

は

、

肉

体

の

死

を

越

え

て

も

努

力

を

継

続

し

な

く

て

は

な

ら

な

い

。

そ

う

で

な

け

れ

ば

、

人

間

は

正

義

と

は

相

容

れ

な

い

寛

大

な

許

し

を

期

待

し

て

し

ま

う

で

あ

ろ

う

。

カ

ン

ト

が

考

え

る

宗

教

に

は

、

礼

拝

等

の

宗

教

的

行

為

に

よ

っ
て

不

正

や

罪

が

許

さ

れ

る

と

考

え

る

余

地

は

な

い

。

ま

た

、

幸

福

は

「
世

界

の

理

性

的

存

在

に

と

っ

て

自

分

の

存

在

の

全

体

に

お

い

て

す

べ

て

が

希

望

と

意

志

に

従

っ
て

進

行

し

て

い

る

状

態

」
（

Ｖ

１
２
４
）

で

あ

る

。

道

徳

と

こ

の

幸

福

と

を

結

び

つ

け

る

に

は

、

自

然

と

は

異

な

っ

た

原

因

が

必

要

で

あ

る

。

そ

れ

が

神

の

存

在

で

あ

る

。

カ

ン

ト

が

こ

こ

で

概

念

的

に

考

え

る

神

は

、

幸

福

に

値

す

る

人

間

に

と

っ

て

の

「

神

聖

な

立

法

者

」
、

「
慈
悲
深
い
統
治
者
」
、
「
公
正
な
審
判
者
」
（
Ⅵ
１
３
９
）
で
あ
る
。
正
し
く
生
き

た

人

間

に

と

っ

て

最

も

重

要

な

こ

と

は

、

正

し

く

判

決

が

下

さ

れ

、

不

当

な

扱

い

を

受

け

な

い

こ

と

で

あ

る

。

ま

た

正

し

く

生

き

な

か

っ

た

人

間

は

、

そ



の
不
正

が
暴

か
れ
な
く
て
は
な
ら
な

い
。
最
高
善

に
お
け
る
人
間
の
幸
福
は

こ
う
し

た
正
し

い
立
法
・
統
治

・
審
判

に
よ

っ
て
実
現

さ
れ
る
と
考
え
ら
れ

て

い
る
。
神

は
け

っ
し
て
ま
ち
が
う
こ
と
の

な
い
裁
判
官
で
あ
る
。
正

し
く

生
き
た
人
間
が
最
大
限
求
め
る
の
は
そ

う
し

た
神
で
あ
り
、
そ
の
要
請
が
信

仰
と
な

っ
た
も
の
が
理
性
信
仰
で
あ
る
。
こ
れ

は
信
仰
で
あ

っ
て
け

っ
し
て

命
令
で

は
な

い
。
最
高
善
の
実
現
は
命
令
で
あ

る
が
、
そ
れ
を
可
能

に
す
る

根
拠

の
存
在

は
理
性
の
要
請
で
あ
り
必
要
で
あ

っ
て
義
務
で

は
な

い
。

カ
ン
ト
は
こ

の
問
題
を
も
う
少
し
別

の
、
し

か
し
非
常

に
重
要
な
観

点
か

ら
説

明
し
て

い
る
。

彼
に
よ

れ
ば
、
私

た
ち

に
は

あ
る

「
選

択
」
（
Ｖ
　１４
５
）

が
委
ね
ら
れ
て

い
る
の
で
あ
る
。
道
徳
性

に
相
応
し

い
幸
福
が

い
か
に
可
能

か
を
考
え
る
こ
と
は
、
私
た
ち
各
人
が
自
己
決
定
し
な
く
て
は
な
ら
な

い
も

の
だ

か
ら
で
あ

る
。
最
高
善
の
実
現

は
客
観
的
命
法
で
あ
る
が
、
そ
の
客
観

的
実
在

性
は
人
間
の
能
力
の
限
界
を
超

え
て

い
る
。
ま

た
、
自
由
、
魂

の
不

死
性
、

神
の
存
在

は
、
理
論
哲
学
が
そ

れ
ぞ

れ
の
非
存
在
を
証
明
す

る
こ
と

は
で
き

な
い
、

と
い
う
の
が

『
純
粋
理
性
批
判
』

の
重
要

な
結
論

に
属
し
て

い
た
。
そ
れ
で

も
、
最
高
善

は
い

か
に
し
て
可

能

か
を

考
え

る
「
仕
方
」

（
Ｖ
１４
５
）
は
、
客
観
的
に
決
定
で

き

る
も

の
で

は
な
い
の
で
あ

る
。
こ
こ

に

こ
そ
人

間
理
性

の
選
択
が
課
せ
ら
れ
て

く
る
の
だ
。
経

験
に
お
い
て
確
証
で

き

な
い
超
越
的
存
在
者
の
想
定

は
選
択

的
な
信
仰
の
問
題
と
な

る
の
で

あ
る
。

カ
ン
ト
は
こ

の
選
択

の
問
題

を
、
『
実

践
理
性

批
判
』

に
先

立
っ
て
す
で

に

『
思

考
論
文
』

に
お

い
て

「
思
考

の
方
向

を
い
か
に
定
め
る
べ
き

か
」
と

い
う
問

い
と
し
て
定
式
化
し
て

い
た
。
彼

は
そ
こ
で
、
経
験

に
与
え
ら
れ
な

い
超
越
的
存
在
者

に
つ

い
て
は
、
理
性
に
よ
る
洞
察
も
感
情

に
基
づ
く
確
信

も
同
時

に
「
狂
信
」

に
過
ぎ
な
い
も
の
と
し
て
否

定
し
、
理
性
の
必
要

に
基

づ
く
確
信
と

い
う
理
性
信
仰
の
立
場
を
表
明
し
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
理
性

の
要
求

に
の
み
信
仰
を
基
礎
づ
け
よ
う
と
す
る
立
場
で
あ
る
。
確

か
に
、
来

世

や
神

の
存
在
を
想
定
す
る
よ
う
決
定
す
る
の
は
主
観
的
制
約
に
過
ぎ
な
い

が

、
こ

の
主
観
性

に
は
道
徳
法
則
と
い
う
客
観
的
条
件
が
堅
固
な
下
支
え

を

し
て

い
る
の
で
あ

る
。
し
た
が

っ
て
、
来
世
や
神
の
存
在
を
否
定
す
る
立
場

が
あ
る
な
ら
ば
、
そ
れ

は
人
間
に
お
け
る
道
徳
性
そ
の
も
の
を
も
否
定
す
る

立
場

に
な
ら
ざ

る
を
え
な

い
の
で
あ
る
。

『
実
践
理
性
批
判
』
で
は
次

の
よ
う

に
述

べ
ら
れ
て
い

る
。
「
こ
の
問
題
で

私

た
ち

の
判
断
を
規
定
す
る
原
則
は
確
か
に
要
求
と
し
て
は
主
観
的
な
も
の

だ
が
、
し

か
し
ま

た
同
時
に
、
客
観
的
に
（
実
践
的
に
）
必
然
的
な
も
の
を

促
進
す

る
手
段
と
し
て

は
、
道
徳
的
見
地
に
お
け

る
意
見
の
格
率
の
原
則
で

あ
り
、
す
な
わ
ち
純
粋
な
実
践
的
理
性
信
仰
な
の
で
あ
る
」
（
V
1
4
6
）
。
こ

れ
が
な
け

れ
ば
、
普
遍
的

に
命
じ
ら
れ
て
く
る
最
高
善
を
実
現
す
べ
く
努
力

す
る
こ
と
そ
の
も

の
が
、
人
間
精
神
に
と

っ
て
深
刻
な
矛
盾
と
な
ら
ざ
る
を

え
な
い
の
で

あ
る
。
不
可
能
な
こ
と
が
命
令
さ
れ
て

い
る
こ
と

に
な
る
か
ら

で

あ
る
。

だ
か
ら
と
い
っ
て
、
こ
れ
は
主
観
性

に
と
ど
ま
る
事
態
で
あ
る

か
ら
、
命

令
の
実
現

の
客
観

的
必
然
性
は
理
論
的
な
知
識
と
は
な
り
え
な
い
。
言
い
換

え

れ
ば

、
私

に
お
い
て
必
然
だ
と
確
信
す
る
こ
と
が
、
客
観

に
お

い
て
は
実

践
的
に
し

か
必
然
で

は
な

い
の
で
あ
る
。
主
観
に
お
い
て
必
然
的
な
こ
と
が
、
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客

観

に

お

い

て

は
必

然

で

は

な

い

と

い

う

必

然

性

の

乖

離

は

、

け

っ
し

て

知

と

は

な

ら

な

い
理

由

で

あ

る

が

、

主

観

的

確

信

に
お

い
て

は

こ

れ

で

十

分

で

あ

る

。

信

仰

は
感

情

や

狂

信

に

身

を

委

ね

ず

、

ま

た

啓

示

に
期

待

せ

ず

こ

の

乖

離

を

実

践

的

に
、

す

な

わ

ち

道

徳

の

実

現

を

通

し

て

乗

り

越

え

る

の

で

あ

る

。こ

の

よ

う

な

理

性

の

要

請

と

し

て

の

理

性

信

仰

の

立

場

か
ら

考

え

る

な

ら

ば

、

い

わ
ゆ

る

無

神

論

的

思

想

は

、

主

観

的

必

然

性

と

客

観

的

偶

然

性

と

の

間

に

深

淵

が

あ

る
と

自

己

決

定

す

る

無

信

仰

で

あ

る

。

そ

し

て

そ

の

本

質

は

、

そ

の

矛

盾

を

回

避

す

る

た

め

に

主

観

的

必

然

性

そ

の

も

の

を

も

否

定

す

る

「
理
性
的
無
信
仰
」
（
Ⅷ
１
４
６
）
で
あ
る
。
カ
ン
ト
が
無
信
仰
を
、
歴
史
的
無
信

仰

と

比

較

し

て

理

性

的

無

信

仰

と
称

し

て

い

る

の

は

注

意

す

べ

き

で

あ

る

。

そ

れ

は

経

験

的

に

確
証

さ

れ

る

事
実

を

信
じ

な

い

歴

史

的

無

信

仰

で

は

な

く

、

理
性

の

お

り

方

そ

の

も

の

を
断

念

し

よ

う

と

す

る

格

率

で

あ

る

。

し

た

が

っ

て

こ

れ

は

理

性

に
基

づ

く

道

徳

的
関

心

そ

の

も

の

を

否

定

す

る

も

の

で

あ

り

、

さ

ら

に

市

民

的

義

務

を

無

秩

序

に

導

く

も

の

で

あ

る

。

な

お

カ

ン
ト

は

『
思

考

論

文

』

で

は

、

そ

う

し

た

局

面

で

は

当

局

が

政

治

的

介

入

を

し

て

く

る

と

警
告
し
て
い
る
（
Ⅷ
1
4
6
）
。

四
　

「

私

」

の

確

信

の

伝

達

可

能

性

以

上

考

察

し

て

き

た

理

性

信

仰

は

「
私

」

に

と

っ
て

の
確

信

で

あ

り

、

当

初

カ

ン

ト
は

基

本

的

に
他

者

へ

の

そ

の

伝

達

の

可

能

性

、

す

な

わ

ち

他

者

の

心

に

も

同

じ

確

信

を

抱

か
せ

う

る

可

能

性

に

つ

い
て

は
否

定

的

に
考

え

て

い

た
。

こ

れ

は
論

理

的

（
客

観

的

）

確

信

で

は

な

く

道

徳
的

確

信

で

あ

り

、

道

徳

的

心

術

と

い
う

主

観

的

根

拠

に

基

づ

い

て

い

る

か
ら

で

あ

る
。

カ
ン

ト

の

次

の

説

明

は
有

名

で

あ

る
。
「
神

が

存

在

し

て

い

る

等

々
、

と

い
う

こ
と

は

道

徳

的

に
確

実

で

あ

る
、

と

私

は

け

っ
し

て

言

っ
て

は

な
ら

な

い
。

む

し

ろ

神

が

存

在

し

て

い

る
等

々
、

と

私

は

確

信

し

て

い

る

、
と

言
わ

な

け

れ

ば

な

ら

な

い
」
（
Ａ
８
２
９
／Ｂ
８
５
７
）
°

こ

こ

で

述

べ

ら

れ

る

確

信

は
、
「
私

」

の

確

信

で

あ

り

、

本

稿

に

お
け

る

考

察

に

よ

れ

ば

、
「
私

」

が

命

法

と

し

て

の

最
高

善

の

可

能

性

を

考

え

る
際

に
自

己

決

定

し

た

格

率

に

支
え

ら

れ

て

い

る
も

の

で

あ

る
。

も

ち

ろ

ん
こ

の

確

信

は

け

っ
し

て

感

情

や

感
性

に

関

わ

る
も

の

で

は

な

い

。

繰

り

返

し

に
な

る
が

、

カ

ン
ト

は

信
仰

に

お
け

る

確
信

が

感

情

や

感

性

（
さ

ら

に

狂

信

）

と

は

直

接

的

に

は

無

縁
で

あ

る

こ
と

を
力

説

し

て

い

る

の

だ
。

理

性

の

確

信

で

あ

り

な

が

ら

、
「
私

」

の

確

信

と

い

う

主

観

的

必

然

性

に

と

ど

ま

る

た

め

に
伝

達

可

能

性

が

認

め

ら

れ

て

い

な

い

の
で

あ

る
。

確

か

に
、

カ

ン

ト
の

諸

テ

ク

ス

ト

（
『
純

粋

理

性

批
判

』
、
講

義

録

、

レ

フ

レ

ク

シ

オ

ー

ン
）

は
、

理

性

信

仰

の

伝

達

不

可

能

性

を
繰

り

返

し

論

じ

て

い

る
。

し

か

し

、
『
単

な

る

理

性

の

限

界

内

に

お

け

る
宗

教

』
（
一

七
九
三

年
）

に
至

る
と

、
純

粋

宗

教

信

仰

（
こ

れ

は

理

性

信

仰

の

こ

と
）

は
誰

に
で

も

伝

達
可
能
で
確
信
さ
せ
ら
れ
う
る
と
主
張
さ
れ
て
い
る
（
Ⅵ
1
0
3
）
。
こ
れ
は
い

か
な

る
意

味

に

お

い
て

で

あ

ろ

う

か

。

理

性

信

仰

の

立

場
で

は
、

道

徳

が

宗

教

信

仰

の
基

礎

で

あ

る
。

そ

し

て

自

由

は

「
事

実

」

と
し

て

の
道

徳

法

則

に

よ

っ
て

知

ら

れ

う

る
も

の

で

あ

っ
た

。

人

間

は

普

遍

的

な

義
務

を

認

識

し

て



い
て

そ
の
伝
達

は
可
能
で
、
義
務

を
超
え
た
超
越
的
存
在
者
の
こ
と

に
関
し

て
は
そ
の
理

論
的
洞
察

は
不
可

能
で

あ
る
が
、
そ
れ
で
十
分

な
の
で

あ
る
。

し
た
が

っ
て

、
宗
教

論
で
主
張

さ
れ
て
い
る
理
性
信
仰

の
伝
達
可

能
性
は
、

道
徳
の
次
元

に
限
定

さ
れ
て

い
る
と
言
わ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

し
か
し
、
理
性
信

仰
に
と

っ
て
、
伝
達
可
能
性
が
道
徳
的
次
元

に
と
ど
ま

る
も
の
で
あ

っ
て
も
そ
れ
で

十
分
で
あ
る
。
真
性
の
道
徳
は
、
最
高
善
を
命

法
と
し
て
含
む
か
ぎ
り
必
ず
宗
教
的
信
仰
を
導
く
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
そ

れ
を
理
解
す
る
た
め
に
は
、
経
験
に
与
え
ら
れ
る
事
実
で
は
な
く
、
自
己
の

内
面
を
追
求
す
れ
ば
よ
い
の
で
あ
る
（
Ⅵ
1
3
8
）
。
『
思
考
論
文
』
に
お
い
て
、

理
性
信

仰
と
同
時

に
主
張

さ
れ
て

い
る
「
自
分
自
身

の
理

性
を

用

い
る
」

（
Ⅷ
１
４
６
）
と
い
う
啓
蒙
の
理
念
は
、
こ
の
こ
と
と
符
合
す
る
。
カ
ン
ト
は
啓

蒙
の
中
心
を
終
始
宗
教
的
な
こ
と
が
ら

に
見
定
め
て
い
た
。
眼
目
は
、
学
識

を
担
う
悟
性
の
啓
蒙
で
は
な
く
、
知
識

の
多
少

に
は
影
響
を
受
け
な

い
理
性

の
実
践

的
使
用

に
あ
る
。
そ
の
意
味
で
も

カ
ン
ト
は
、
学
識

に
左
右
さ
れ
て

は
な
ら

な
い
信
仰
を
守

る
た

め
に
、

知
識
を
制
限
し
な
く
て

は
な
ら

な
か
っ

た
の
だ
。
そ

の
際

「
私
」
の
確
信

に
つ
い
て

は
、
知
識

に
お
け

る
よ

う
な
伝

達
で

は
な
く
、
む
し
ろ
自
分

の
内
面

を
道
徳
的
に
探
求
す
る
姿
勢
が
求

め
ら

れ
る
の
で
あ

る
。
そ
し
て

カ
ン
ト
は
そ
の
意
味
で
の
教
育

（
伝
達
）

は
可

能

だ
と
考
え
た
（
Ⅷ
１
４
７
）
。
信
仰
上
の
こ
と
が
ら
は
、
知
識
と
し
て
教
え
る
こ

と
は
で
き

な
い
が
、
自
分
自
身
で

考
え
さ
せ
る
教
育
と
し
て

は
可
能

な
の
で

あ
る
。

そ
れ

は
、
哲
学

そ
の
も
の

を
教
え

る
こ
と
は
不
可

能
だ
が
。
「
哲

学

す
る
こ
と
」

な
ら
ば
教
育
可

能
だ
と
主
張
さ
れ
た
事
態
と
相
即
す

る
の
で
あ

ろ
う
。

＊
『
純
粋
理
性
批
判
』
か
ら
の
引
用
の
場
合
は
、
第
一
版
(
A
)
と
第
二
版
(
B
)
の
ペ
ー
ジ

数
を
示
し
て

い
る
。
本
文

中
の
ラ
テ

ン
数
字
と
ア
ラ
ビ
ア
数

字
は
、
そ
れ
ぞ
れ

ア

カ
デ
ミ
ー
版
カ
ン
ト
全
集

の
巻
数
と
ペ
ー
ジ
数
を
示
し
て

い
る
。

（

１

）
　

『

思

考

論

文

』

執

筆

の

他

の

動

機

や

目

的

に

つ

い

て

は

、

次

の

拙

論

を

参

照

。

「
も
う
一
つ
の
啓
蒙
論
文
―
カ
ン
ト
『
思
考
の
方
向
を
定
め
る
と
は
何
を
意
味

す

る

か

』

を

め

ぐ

る

諸

問

題

」

鎌

倉

女

子

大

学

紀

要

、

第

一

三

号

、

二

〇

〇

六

年

。

（

２

）
　

本

稿

で

は

特

に

歴

史

的

認

識

と

哲

学

的

認

識

の

違

い

に

焦

点

が

あ

て

ら

れ

て

い

る

が

、

ヴ

ォ

ル

フ

は

認

識

を

歴

史

的

認

識

、

数

学

的

認

識

、

哲

学

的

認

識

に

区

分

し

、

カ

ン

ト

は

そ

れ

ら

の

違

い

を

さ

ら

に

独

自

に

展

開

し

て

い

る

。

次

の

拙
論
を
参
照
。
「
合
理
的
認
識
と
純
粋
理
性
の
建
築
術
―
カ
ン
ト
の
学
問
論
―
」

鎌

倉

女

子

大

学

紀

要

、

第

五

号

。

一

九

九

八

年

。

（

３

）
　

Ｃ

ｈ
ｒ

ｉｓ
ｔ

ｉａ

ｎ

　

Ｗ

ｏ

ｌ
ｆ
ｆ
,
　

Ｄ

ｉ
ｓ
ｃ
ｕ

ｒ
ｓ
ｕ

ｓ

　

ｐ

ｒ
ａ

ｅ

ｌ
ｉ
ｍ

ｉ
ｎ

ａ
ｒ

ｉｓ

　

ｄ

ｅ

　

ｐ

ｈ

ｉ
ｌ
ｏ
ｓ
ｏ

ｐ

ｈ
ｉ
ａ

　

ｉ
ｎ

ｇ

ｅ

ｎ

ｅ
ｒ
ｅ
,
　

Ｈ

ｉ
ｓ
ｔ
ｏ

ｒ

ｉｓ
ｃ

ｈ

Ｉ

ｋ
ｒ

ｉ
ｔ
ｉｓ
ｃ

ｈ

ｅ

　

Ａ

ｕ

ｓ

ｇ
ａ

ｂ
ｅ
,
　

Ｕ

ｂ
ｅ
ｒ
ｓ
ｅ

ｔ
ｚ

ｔ
,
 

ｅ

ｉｎ

ｇ

ｅ

ｌ
ｅ

ｉ
ｔ

ｅ
ｔ

ｈ
ｅ

ｒ
ａ

ｕ

ｓ
ｇ

ｅ
ｇ

ｅ

ｂ
ｅ

ｎ

 

ｖ

ｏ

ｎ

 

Ｇ

ｕ

ｎ

ｔ
ｅ

ｒ

 

Ｇ

ａ
w

ｌ
ｉ

ｃ

ｋ
　

Ｌ

ｏ

ｔ
ｈ
ａ

ｒ

Ｋ
ｒ
ｅ
ｉ
ｍ
ｅ
ｎ
ｄ
ａ
ｈ
ｌ
ｍ
,
　
Ｓ
ｔ
ｕ
ｔ
ｔ
ｇ
ａ
ｒ
ｔ
-
Ｂ
ａ
ｄ
　
Ｃ
ａ
ｎ
ｎ
ｓ
ｔ
ａ
ｔ
ｔ
,
　
１
９
９
６
,
　
Ｓ
.
５
８
-
５
９
・
な
お
、

本

文

引

用

の

日

本

語

訳

は

、

山

本

道

雄

・

松

家

次

朗

訳

『

ヴ

ォ

ル

フ

の

論

理

学

思

想

に

つ

い

て

』

（

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

）

に

よ

る

。

（

４

）
　

Ｄ

ｉ
ｅ

 

ｐ

ｈ

ｉ
ｌ
ｏ

ｓ
ｏ
ｐ

ｈ

ｉｓ
ｃ

ｈ
ｅ
ｎ

 

Ｈ

ａ
ｕ

ｐ

ｔ
ｖ

ｏ
ｒ

ｌ
ｅ
ｓ
ｕ

ｎ

ｇ

ｅ
ｎ

 

Ｉ
ｍ

ｍ

ａ

ｎ

ｕ

ｅ

ｌ
 

Ｋ

ａ

ｎ

ｔ
ｓ
,

ｎ

ａ

ｃ

ｈ

　

ｄ
ｅ

ｎ

 

ｎ

ｅ
ｕ

 

ａ
ｕ

ｆ
　

ｇ

ｅ

ｆ
ｕ

ｎ

ｄ
ｅ
ｎ

ｅ

ｎ

 

Ｋ

ｏ

ｌ
ｌｅ

ｇ

ｈ
ｅ

ｆ
ｔ

ｅ
ｎ

 

ｄ

ｅ
ｓ

　

Ｇ

ｒ
ａ

ｆ
ｅ

ｎ

Ｈ

ｅ

ｉ
ｎ
ｒ

ｉ
ｃ

ｈ

　
ｚ

ｕ

　

Ｄ

ｏ

ｈ
ｎ

ａ
-

Ｗ

ｕ

ｎ

ｄ

ｌａ
ｃ

ｋ

ｅ
ｎ
,

　

ｈ
ｅ
ｒ
ａ
ｕ

ｓ

　
ｇ

ｅ
ｇ

ｅ

ｂ
ｅ

ｎ

 
ｖ

ｏ

ｎ

　

Ａ

ｒ
ｎ

ｏ

ｌ
ｄ

Ｋ

〇
w

ａ

ｌ
ｅ
w

ｓ

ｋ

ｉ
,
　
Ｇ

ｅ
ｏ

ｒ
ｇ

　
０

１
ｍ

ｓ

　
Ｖ

ｅ
ｒ

ｌ
ａ
ｇ

ｓ

ｂ
ｕ

ｃ

ｈ

ｈ
ａ

ｎ

ｄ

ｌｕ

ｎ

ｇ
,

　
１

９
６

５
,
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（
５
）
　
Ｗ
ｉ
ｌ
ｈ
ｅ
ｌ
ｍ
 
Ｒ
ｉ
ｓ
ｓ
ｅ
,
 
Ｌ
ｏ
ｇ
ｉ
ｋ
 
ｄ
ｅ
ｒ
 
Ｎ
ｅ
ｕ
ｚ
ｅ
ｉ
ｔ
，
 
２
.
 
Ｂ
ａ
ｎ
ｄ
,

Ｓ
ｔｕ
ｔｔｇ
ａ
ｒ
ｔ
-Ｂ
ａ
ｄ
　
Ｃ
ａ
ｎ
ｎ
ｓ
ｔａ
ｔ
ｔ

，　
１
９
７
０
,　
Ｓ
.　
７
２
４
ｆ
.

（
６

）
　

マ
イ

ヤ
ー

と

カ

ン
ト

の

議

論

の

比

較

に

つ

い

て

は
、

次

の

研

究

書

が

詳

細

に

行

っ
て

い

る

。

宇

都

宮

芳

明

『
カ

ン
ト

と

神

』

岩

波

書

店

、

一

九

九

八

年

、

三

三

～
四

五

べ

Ｉ

ジ

。

（
７

）
　
根

拠

と

原

因

の

区

別

に

つ

い

て

は

次

の

研

究

に

よ

る

。

平

井

雅

人

「
真

と

見

な

す

こ

と

と

理

性

信

仰

」
（
日

本

カ

ン

ト
研

究

６

『
批

判

哲

学

の
今

日

的

射

程

』

日

本

カ

ン
ト

協

会

編

、

理

想
社

、

二
〇

〇

五

年

）
。

（
ふ

く

だ

・
き

い

ち

ろ

う

、

哲

学

、

鎌

倉

女

子

大

学

教

授

）
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