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カ
ン
ト
の
哲
学
と
私
の
比
較
思
想
方
法
論

Ⅰ
　
序
　
　
説

一
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

私

は
昨
年

の
本
学
会
の
創
刊
号
に
、
「
エ
ン
グ
ル
ス
の
テ

ー
ゼ
」

と
仏
教

の
「
五
蘊

皆
空
」

の
図
式
が
完
全

に
一
致
す
る
こ
と

を
根
拠
と
し
て
、
新

ら

し
い

「
比

較
哲
学
方
法
論
」

を
提
案
し
た
の
で
あ

る
が
、
そ
の
際
わ
た
し
の

方
法
論
の
骨
組
み
を
形
成
し
て
い
る
三
つ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー

1
　
原
型
の
設
定
　
　
　
　
　

2
　
法
則
の
抽
出

3
　
発
展
の
系
諸

を
、
仏
教
の
根
本
原
理
で
あ
る
「
無
我
」
「
縁
起
」
「
空
」
（
十
二
縁
起
と
四

聖

諦
）

に
、
理
論
的
に
結
び
合
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て

、
こ
の
方
法
論
と
仏
教

晢
擘
と
の
関
係
を
、
ほ
ぼ
明
ら
か
に
し
た
の
で
あ
る
。
今
回
は
主
と
し
て
カ

松

尾

宝

作

ン
ト

の
純
粋
理
性
批
判
と
、
私
の
方
法
論
を
比
較
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
近

世
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
認
識
論

と
、

私
の
方
法
論

と
の
関
係
を
明
ら
か
に
し
た
い

と
考
え
る
の
で

あ
る
。

十
八
世
紀
の
頃
ま
で
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
い
て
は
哲
学
（
フ
ィ
ロ
ソ
フ
ィ

ー
）
と
い
え
ば
、
西

洋
哲
学
思
想
の
み

を
意
味
し
て
い
た
。
イ

ン
ド
思
想

は

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
学
者
に
よ
っ
て
十
九
世
紀
初
頭
に
西
洋
に

知
ら
れ

た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
最
初
の
間
は
、
そ
の
当
然
う
け
る

べ
き
評
価

を
う
け
る
こ
と

が
で
き

な
か
っ
た
。

ヘ
ー
ゲ
ル

は
そ
の
独
自
の
「

哲
学
史
」

に
お
い
て
イ
ン
ド
及
び

シ
ナ
の
諸
思
想
を
、
そ
の
主
要

な
章
に

お
い
て
諸
ず

る
こ
と
を
拒
み
、

こ

れ
ら
の
殆
ん
ど
未

知
の
諸
文
明
の
所
産

を
、
「
真

の
哲

学
」

が
興
起
す
る
た
め
の
一
種

の
序
曲

と
見
な
し
「
真
の
哲
学
」

な
る
も
の

は
ギ
リ
シ
ヤ
人
の
創
造
に
な
る
も
の
だ
と
考
え
、
イ
ン
ド
や
シ
ナ
の
思
想
家

た
ち
に
「
哲
学
者
」
と
い
う
名
を
与
え
る
こ
と
さ
え
拒
ん
だ
の
で
あ
る
が
、



そ
の
態
度
は
現
今
も
な
お
行
わ
れ
て
い
る
。
（
中
村
・
比
較
思
想
論
）

し
か
し
こ

の
よ

う
な
偏
狭
な
独
断

は
、
常
に
正
当

な
学
問

の
進
歩
を
障
碍

す

る
も
の
で

、
近
世

に
な
っ
て
諸
科
学

が
そ
れ
ぞ
れ
一
個
の
独
立
し
だ
学
問

と
し
て
成
長

す
る
と
。
そ
の
最
後
に
と
り

の
こ
さ
れ
た
も
の

が
哲
学
で
あ
り
、

学
と
し
て

の
努
力

が
続
け
ら
れ

た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
い
ま
だ
に
真
の
学
と

し
て

成
立
し
な
い
の

が
哲
学
で
あ

る
と
い
う
結
果
を
招
い

た
の
で
あ
る
。
従

っ
て
今
日
の
西
洋
哲
学
に

は
解
決
す

べ
き
重
要
な
問
題

が
山
積
し
て
い

る
。

人
間
と
は
何

か
。
真
理
と

は
何

か
。
自

由

と
は
何

か
。

し
か
し
現ヽ
代
に
お
い
て

は
、
人
間
の
偏
狭
と
独
断
さ
え

な
け

れ
ば
、
西
洋

の
窓
は
大
き
く
東
に
向
っ
て
閧
い
て
い
る
の
で
あ
り
、
東
洋
の
窓
は
世
界
に

向
っ
て
開
か
れ
て
い

る
の
で
あ

る
か
ら
、
互
に
有
無
相
通
ず

る
こ

と
に
ょ

っ

て
、
互
の
欠
陥
を
充
足
す
る
こ
と
は
決
し
て
困
難
で
は
な
い
と
思
う
の
だ
が
、

こ

れ
が
自
由
に
行
い
え

な
い
の
は
何
ゆ
え

だ
ろ
う

か
。
こ

れ
が
比

較
哲
学
の

最

初
の

疑
問
で

あ
る
。

私

は
こ

の
東
西

交
流

を
さ
ま
た
げ
て

い
る
主
な
原
因

は
、
比
較
思
想
方
法

論

の
問
題
で

は
な
い
か
と
思
う
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
私

は
ま
ず
比
較

思
想

そ
の
も
の
を
二
つ
の

グ
ル

ー
プ
に
分
け
て
考
え
て
見
る
必
要

が
あ

る
と

思
う
の
で

あ
る

。

そ
れ
は

1
　
比
較
の
た
め
の
比
較
思
想

2
　
学
と
し
て
の
比
較
思
想

を
区
別
す
る
こ
と
で
あ
る
。
三
枝
教
授
の
『
東
洋
思
想
と
西
洋
思
想
』
に
は
、

比
較
思
想
に

つ
い
て
三

種
の
方
法
論

が
あ
げ
ら
れ
て
い

る
が
、
そ
の
第
一
と

第
二
が
、
私

の
い
う
『
比
較
の
た
め
の
比
較
思

想
』
で
。
第
三
一の
類
型
の
系

と
い
わ
れ
て
い
る
も
の

が
、
「
学
と
し
て
の
比
較

思
想
」

と
考

え

る
の
で
あ

る
。
私
の
考
え
で
は
最
初
ハ
ワ
イ
の
東
西
哲
学
者
会
議
の
頃
ま
で
に
待
望
さ

れ
た
比
較
哲
学
は
、
む
し
ろ
こ
の
孛
と
し
て
の
比
較
哲
学
で
な
か
っ
た
か
と

思
う
の
で
あ
る

が
、

ム
ー
ア
教
授
等
の
異
常
な
努
力
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ

の
方
法
の
発
見
が
未
完
に
終
る
と
、
比
較
の
た
め
の
比
較
の
方
が
、
い
つ
の

間
に
か
主
流
の
如
く
な
っ
た
の
で
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
第
一
と

第
二
は
互
に
代
用
し
う
る
訳
に
は
行
か
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
困
難
で
あ
っ

て
も
諦

め
れ
ば
い
い

と
い
う
も
の
で
は
な
い
。

と
こ
ろ

が
、こ

の
第
三

の
方
法
の
目
的
と
す
る
の

は
。「
学
と
し
て
の
哲
学
」

で
あ
り
、
東
西
に
普
遍
的
の
も
の
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、

こ
こ
で
も
し
エ
ン
ゲ
ル
ス
の
定
義
（
創
刊
号
・
八
二
頁
）
を
も
と
と
し
て
考
え

る
と
「
思
惟
と
存
在
の
関
係
」
の
中
か
ら
存
在
論
が
科
学
と
し
て
独
立
石
た

あ
と
、
哲
学
の
内
部
に
と
り
の
こ
さ
れ
た
『
学
力
対
象
』
は
、
人
餌
の
思
碓

構
造
を
含
む
認
識
論
だ
け
と
い
う
こ
と
に
な
り
。
そ
こ
に
浮
か
び
が
っ
て
く

る
の
は
仏
陀

ゴ
ー
タ
マ
と
カ
ン
ト
の
哲
学

が
目
に
つ
く
。
そ
う
し
て
こ
の
第

三
の
方
法
論
が
も
し
で
き
上
っ
た
場
合
に
、
そ
れ
は
世
界
哲
学
と
い
う
よ

り
、
む
し
ろ
一
種
の
哲
学
概
論
の
よ
う

な
役
割

を
期
待
し
た
い

と
思
う
の
で

あ
る
。

そ
こ
で
仏
教
に

つ
い
て

は
創
刊
号

で
大
略
説
明
し
た
の
で
、
こ

ご
で

は
カ

ン
ト
の
哲
学

を
テ

ー
マ
と
し
て
考
え

た
い
と
思
う
の
で
あ
る
が
、
カ
ン
ト
の



哲

学

の

研

究

の

目

標

は

何

て

あ

っ

た

か

。

そ

れ

は

、

1
　
認
識
論
的
主
観
主
義
（
人
間
的
立
場
の
確
立
）
　

2
　
先
天
的
綜
合
判
断
（
数
学
の
中
の
綜
合
判
断
―
科
学
と
哲
学
の
関
係
）

3
 
学
門
と
矛
盾
し
な
い
形
而
上
学
（
価
値
判
断
）
　

こ
の
カ
ン
ト
哲
学
の
目
標
と
、
私
の
方
法
論
の
三
つ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
「
自
覚

判
断
」
「
認
識
判
断
」
「
価
値
判
断
」
は
奇
し
く
も
目
的
が
一
致
す
る
の
て
あ

る
。
　

Ⅱ
　

比

較

哲

学

の

基

本

的

な

問

題

今

ま

て

は

習

慣

的

に

考

え

ら

れ

で

い

た

問

題

て

も

、

よ

く

考

え

で

見

る

と
不
合
理
な
陬
題
が
い
く
つ
か
あ
る
。
西
洋
哲
学
だ
け
の
場
合
は
伝
統

的

な

考

え

方

か

も

知

れ

な

い

が

、

比

較

哲

学

と

な

る

と

こ

れ

を

予

め

明

確

に

し

で

お

か

な

く

で

は

な

ら

な

い

問

題

が

あ

る

。

「

科

学

と

哲

学

」

「

事

と

理

」

「

観

念

論

と

唯

物

論

」

等

の

根

底

に

あ

る

不

明

確

な

問

題

て

あ
る
。

一
科
学
と
哲
学
　
　

哲

学

は

そ

の

答

え

に

よ

っ

で

よ

り

も

、
、

そ

の

問

い

の

形

に

よ

っ

で

区

別

せ

ら

れ

る

と

い

う

。

こ
の
問
い
は
、
科
学
及
び
哲
学
の
全
面
に
渉
る
普
遍
的
な
問
い
の
形
て
あ
る

か
ら
、
こ
の
答
え
の
中
に
は
科
学
も
哲
学
も
ふ
く
ま
れ
て
い
る
訳
て
あ
る
。

と

こ

ろ

が

こ

の

問

い

の

中

に

は

実

は

二

つ

の

問

い

が

ふ

く

ま

れ

て

い

る

。

1
　
「
イ
ッ
ト
」
と
は
何
か
　
　

2
　
「
イ
ズ
」
と
は
何
か
　
　
　
　

と
い
う
二
つ
て
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
数
学
の
方
程
式
を
例
に
し
て
考
え
る

と

わ

か

り

易

い

。

数
学
の
方
程
式
も
一
種
の
認
識
論
て
、
憮
然
数
と
い
う
の
は
、
量
だ
け
に
よ

つ

て

整

然

と

秩

序

だ

で

ら

れ

た

概

念

の

系

列

て

あ

っ

て

、

式

と

い

う

の

は

必

ず
ａ
十
b
=
c
分
析
知
と
綜
合
知
の
矛
盾
的
自
己
同
一
と
い
う
形
を
と
る

も

の

て

あ

り

、

こ

れ

が

人

間

の

先

天

的

図

式

「

感

性

・

悟

性

・

理

性

」

の

働

き
と
完
全
に
一
致
し
で
い
な
く
で
は
人
間
は
方
程
式
に
よ
っ
で
、
合
理
的
（
人

間

的

合

理

的

）

に

も

の

を

考

え

る

こ

と

は

て

き

な

い

の

て

あ

っ

て

、

カ

ン

卜

の
言
う
如
く
人
間
は
方
程
式
に
よ
つ
て
総
合
的
に
も
、
分
析
的
に
も
推
理
し
、

判

断

て

き

る
の

て

あ

る

。

そ

こ

て

話

を

「

イ

ッ

ト

」

と

「

イ

ズ

」

の

問

題

に

戻

す

と

、

こ

の

二

つ

の

問
い
の
う
ち
「
イ
ッ
ト
」
の
問
題
は
、
こ
の
方
程
式
の
一
か
、
多
か
、
い
ず

れ
か
一
方
に
未
知
数
ｘ
が
含
ま
れ
で
い
て
、
そ
の
答
え
（
判
断
）
が
問
わ
れ

で

い

る

の

て

あ

る

か

ら

、

全

く

科

学

的

な

問

い

て

あ

り

、

数

学

的

な

問

い

て

あ
る
。
し
か
し
方
程
式
は
（
事
と
し
で
も
、
理
と
し
で
も
働
く
）
分
析
判
断

だ
け
で
な
く
、
綜
合
判
断
（
帰
納
判
断
）
も
可
能
な
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

次

に

「

イ

ズ

」

と

は

何

か

、

と

い

う

問

い

は

、

科

学

的

に

も

の

が

在

る

と

い
う
、
そ
の
判
断
の
根
拠
が
問
わ
れ
で
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
は
人
間

の
思
惟
構
造
が
問
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
正
に
哲
学
的
な
問
い
な
の
で
あ

る

。



こ
の
こ
と
を
エ
ン
グ
ル
ス
の
テ
ー
ゼ
に
よ
っ
て
考
え
る
と
、
第
一
テ
ー
ゼ

の

「

思

惟

と

存

在

の

関

係

」

が

問

わ

れ

て

い

る

の

が

、

「

イ

ズ

」

の

問

題

で

あ

り

、

第

ニ

テ

ー

ゼ

の

「

自

然

か

、

精

神

か

」

と

い

う

の

が

「

イ

ッ

ト

」

の

問

題

で

あ

り

、

数

学

的

な

答

え

な

の

で

あ

る

。

し

か

る

に

従

来

の

西

洋

哲

学

に
お
い
て
は
、
こ
こ
の
「
イ
ッ
ト
」
と
「
イ
ズ
」
の
問
題
を
、
現
象
と
本
体
と
。

し

て

取

扱

っ

て

き

て

い

る

の

で

あ

る

か

ら

、

こ

の

よ

う

な

形

而

上

学

の

残

渣

が

な

お

現

在

で

も

う

け

つ

が

れ

て

い

る

と

い

う

こ

と

は

、

現

代

西

洋

哲

学

に

非

学

問

的

な

一

面

が

残

さ

れ

て

い

る

こ

と

を

意

味

す

る

の

で

あ

る

。

二
　

名

色

の

問

題

「

図

形

の

な

い

幾

何

学

は

解

け

な

い

」

こ

と

は

誰

で

も

知

っ

て

い

る

。

ま

た

「

百

聞

一

見

に

如

か

ず

」

と

い

う

こ

と

も

知

っ

て

い

る

。

し

か

し

そ

れ

が

な

ぜ

か

と

い

う

こ

と

は

、

余

り

誰

も

考

え

な

い

よ

う

で

あ

る

。

現

に

デ

カ

ル

ト

や

ス

ピ

ノ

ー

ザ

は

、

図

式

の

な

い

幾

何

学

を

範

と

し

て

、

哲

学

を

立

て

な

お

モ

う

と

し

た

が

、

失

敗

に

終

っ

て

い

る

。

カ

ン

ト

は

「

内

容

な

き

思

惟

は

空

虚
で
あ
り
、
概
念
な
き
直
観
は
盲
目
で
あ
る
」
と
言
っ
て
い
る
が
、
人
間
は

本
当
に
カ
ン
ト
の
言
う
よ
う
に
、
概
念
だ
け
で
直
観
し
、
思
惟
し
え
ら
れ
る

も

の

で

あ

ろ

う

か

。

特

に

そ

れ

が

人

間

の

「

思

惟

と

存

在

の

関

係

」

と

い

う

人

間

が

か

つ

て

見

た

こ

と

も

な

い

思

惟

構

造

を

問

題

に

し

て

い

る

と

き

。

エ
ン
ゲ
ル
ス
の
テ
ー
ゼ
を
見
て
も
明
ら
か
な
よ
う
に
経
験
的
直
観
が
、
そ

の
ま
ま
第
一
テ
ー
ゼ
で
あ
り
、
無
意
識
の
深
層
心
理
で
あ
り
、
そ
れ
が
分
析

的

に

一

つ

ず

つ

概

念

と

し

て

引

き

出

さ

れ

た

も

の

が

、

第

ニ

テ

ー

ゼ

で

あ

り

、

形
而
上
学
で
あ
る
と
知
っ
た
ら
、
こ
の
よ
う
な
誤
り
を
何
百
年
も
、
何
千
年

も
繰
り
か
え
さ
せ
た
原
因
は
、
ど
こ
に
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。

私

は

こ

れ

に

つ

い

て

、

仏

教

の

表

現

に

「

名

色

」

の

概

念

の

あ

る

こ

と

に

注
目
し
た
い
の
で
あ
る
。
そ
の
理
由
は
ヽ
わ
れ
わ
れ
は
概
念
で
直
観
じ
た
り

思

惟

し

た

り

す

る

の

で

は

な

く

、

色

（

低

次

元

）

と

、

名

（

高

次

元

）

と

は

直

観

と

思

惟

に

対

し

別

々

に

働

く

の

で

は

な

い

か

と

考

え

る

訳

で

あ

る

。

右

の

図

式

は

「

色

」

（

直

感

）

は

、

点

・

線

・

面

と

い

う

低

次

元

に

始

ま

り
、
―
―
「
名
」
（
概
念
）
は
、
空
間
・
時
間
・
超
越
（
空
）
と
い
う
高
次
の

思
惟
能
力
に
順
次
に
移
行
す
る
が
、
互
に
図
式
の
如
く
、
ア
ン
タ
ゴ
ニ
ッ
シ

ュ
（
逆
方
向
）
に
組
み
合
わ
さ
れ
て
、
先
天
的
図
式
を
形
成
す
る
と
す
れ
ば
、

次

元

と

照

応

し

た

法

則

の

根

源

が

考

え

ら

れ

る

。

こ

の

よ

う

な

こ

と

が

考

え

ら

れ

る

理

由

と

し

て

、

一
人
間
の
認
識
は
、
人
間
自
然
と
天
然
自
然
と
の
認
識
の
法
則
が
、
光
と

三
原
色
の
関
係
の
如
く
一
敢
す
る
と
こ
ろ
が
な
く
て
は
な
ら
ぬ
。
単
な
る



空

間

・

時

間

だ

け

で

認

識

で

き

る

と

考

え

る

の

は

、

誤

り

で

な

い

か

。

も

し
そ
う
な
ら
、
物
の
形
、
点
・
線
・
面
と
い
う
も
の
は
人
間
は
認
識
で
き

な
い
は
ず
で
あ
る
の
に
、
と
う
し
て
可
能
な
の
か
。

そ

う

し

て

こ

こ

に

図

形

の

な

い

幾

何

学

の

秘

密

の

鍵

が

あ

る

の

で

な

い

二
　
私
は
こ
の
よ
う
に
考
え
て
、
原
型
の
設
定
に
図
式
を
用
い
る
こ
と
を
思

い
つ
か
た
の
で
あ
る
が
、
実
際
問
題
と
し
て
、
図
式
な
し
に
脳
の
先
天
的

’
　

構
造
を
理
解
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
長
い
間
こ
の
図
式

の
な
い
幾
何
学
を
、
哲
学
と
い
う
名
で
強
い
ら
れ
て
来
た
の
で
は
な
い
だ

ろ

う

か

。

三
　

図

式

に

は

幾

何

学

的

・

代

数

学

的

記

号

的

図

式

及

び

イ

ン

ド

的

轡

喩

的

図

式

が

あ

る

。

四
算
術
や
代
数
の
方
程
式
は
、
一
種
の
図
式
論
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
脳
の

先
天
的
図
式
と
一
致
す
る
と
こ
ろ
に
、
算
術
や
代
数
が
成
立
す
る
秘
密
が

あ

る

の

で

あ

る

。

私
は
比
較
哲
学
方
法
論
に
お
い
て
、
こ
の
図
式
論
を
採
用
す
る
こ
と
に
よ
っ

て

、

『

東

洋

の

直

観

と

酋

洋

の

形

而

上

孛

の

関

係

』

を

明

ら

か

に

し

、

東

西

比

較

哲

学

の

基

盤

を

確

立

し

え

た

と

考

え

て

い

る

。

Ⅲ
　
私
の
方
法
論
と
性
格

私

の

方

法

論

の

骨

組

み

を

な

し

て

い

る

三

つ

の

カ

テ

ゴ

リ

ー

、

す

な

わ

ち

1
　
原
撃
の
設
定

2
　
法
則
の
抽
出
　

3
　
発
展
の
系
譜
　

は

、

実

は

峰

島

教

授

の

論

文

か

ら

ヒ

ン

卜

を
得

た
も

の

で

あ

る

が
、

こ

れ

は

氏

が
自

然

科

学

系

の

比

較

学

を
、

担
念

に
研

究

し

て

得

ら

れ

た
結

論

で

、
私

に
と
っ
て
は
特
に
貴
重
な
資
料
で
あ
る
。

自
然
界
の
方
法
を
、
こ
の
よ
う
に
、
き
れ
い
に
三
つ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
分

類
で
き
る
と
し
た
ら
、
こ
れ
を
そ
の
ま
ま
イ
『
一
心
方
法
』
と
も
っ
て
い
っ
た

ら

、

哲

学

（

認

識

論
）

に

な

る

の

で

あ

る

が
、

実

は

こ

の

辺

が
東

西
比

較

哲

学
の
最
も
説
明
の
困
難
な
焦
点
で
あ
っ
て
、
こ
れ
が
仏
教
で
は
古
来
「
自
覚
」

と
い
わ
れ
て
い
る
場
所
で
あ
る
か
ら
、
私
に
も
こ
れ
が
う
ま
く
説
明
で
き
る

か

ど
う

か

は
判

ら

な

い

。

と

に
か

く
平

生

仏

教

の

言

葉

と

し
て
「
一

心

万

法
」

と
い
う
こ
と
ぱ
聞
な
れ
て
い
る
が
、
実
は
自
然
界
の
万
法
を
、
こ
の
よ
う

に
三
つ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
整
理
で
き
る
と
い
う
こ
と
を
、
私
は
い
ま
ま
で
思

い
至
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
西
洋
哲
学
で
は
余
り
聞
き
な
れ
な

い
万
法
が
三
つ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
分
類
で
き
る
と
い
う
峰
島
氏
の
論
文
を
見

た
瞬

間

、
「

一
心
一
万

法

」

と

い

う
言

葉

が
私

の

脳
裏

を

か
す

め

た

の
で

あ

る

。

万
法
を
三
つ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
分
つ
も
の
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
一
心

で
は

な
い

か

。

こ
こ
ま
で
来
る
と
後
は
割
合
い
推
理
が
楽
で
あ
る
。
そ
れ
は
エ
ン
ゲ
ル
ス

の
テ
ー
ゼ
を
想
い
起
せ
ば
、
明
確
に
示
し
て
い
る
こ
と
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ

の
万
法
を
万
法
と
考
え
て
い
る
哲
学
と
は
何
で
あ
る
か
。
そ
れ
は
エ
ン
ゲ
ル



ス
の
第
ニ

テ
ー
ゼ
で
、
形
而
上
学

と
称
す

る
が
、
実
歐
悟
性
的
な
分
析
知

に

す
ぎ

な
い
の
で
あ
る
が
、
分
別
知

が
成
立

す
る
た
め
に
は
、
そ
れ
以

前
に
直

観
知

が
な
く
て

は
な
ら

な
い
の
で
、
既
に

エ
ン
グ
ル
ス
の
第
一
テ

ー
ゼ
が
、

直
観
知

と
し
て

、ま

た
、カ

ン
ト
の
い
わ
ゆ

る
先
天
的
構
想
力
と
し
て
人
間
に

は
図

式
的
に
備
っ
て
い
る
も
の
で
あ
り
「
一
心
万

法
」
と
把
握
し
た
哲
学
は
、

実

は
こ
の
、
第
一
テ

ー
ゼ
に
当

る
も
の
で
、
万

法

は
一
心
で
あ
り
「
思
惟
と

存
存
の
関

係
」

は
そ
の
ま
ま
「
悟
性
・
感
性
・
理
性
」
と
い
い
、
先
験
的
構

想
力
と

な
っ
て
、
万

法
は
一
心
で
あ
り
、
第
一
テ

ー
ゼ
と
第
ニ
テ
ー
ゼ
は
、

一
体
と

な
っ
て
意
識
さ
れ
る
こ
と
を
、
自
我
の
「
自
覚
」
と
い
う
の
で
あ
る
。

故
に
自
我
の
自
覚
は
、
同
時

に
法

の
自
覚
で
あ
る
。
仏
陀
正
覚

を
伝
え
る

「
ウ
タ
ー
ナ
（
自
説
経
）
」
よ
っ
て
伺
え
ば

「
ま
こ
と
熱
意
を
こ
め
て
思
惟
す
る
聖
者
に

か
の
万

法
の
あ
ら
わ
れ
き
た
る
と
き

彼
の
疑
惑
は
こ
と
ご
と
く
消
え
去
れ
り

縁
起
の
法

を
知
れ
る

が
故
な
り
」

こ
の
辺
に
「
一
心
万
法
」

が
読
み
と
ら
れ
な
く
て

は
な
ら

な
い
の
で
あ
ろ
う
。

こ
の
「
原
型

の
設
定
」
と
、
わ
れ
わ
れ

が
言
っ
て
い
る
先
験
的
構
想
力

は
、

単
に
東
洋
哲
学
だ
け
に
現
れ
る
「
自
覚
」
で
な
く
実
に
エ
ン
グ
ル
ス
の
第
二

テ
ー
ゼ
が
、
そ
の
ま
ま
あ
て
は
ま
る
も
の
で
、
そ
れ
を
東
洋
の
直
観
（
エ
ン

グ
ル
ス
の
第
一
テ
ー
ゼ
）

と
、
西

洋
の
形
而
上

学｛

第
ニ
テ
ー

ゼ
ー
分
別
知
｝

に

分
け
て
考
え
た
こ
と
は
、
両
方

の
哲
学

の
誤
り
で
あ
っ
て
、
こ
の
両

方

を

併
せ

て
考

え
る
と
、
や
っ
と
一
人
前

の
完
全
な
「
自
覚
」

に
達

し
う
る
の
で

あ
る
。二

一
心
万
法

と
い
う
と
、
一
心
と
万
法

の
合

成
語
の
よ
う
に
考
え
易
い

が
、

実

は
こ
の
一
心
と
万

法
政
別
の
も

の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
人
間

が
直
観
し

た
り
、
思
惟
し
た
り
す
る
に
は
、
そ
れ
に
相
当
す
る
思
惟
構
造
を
も
っ
て
い

な
く
て
は

な
ら
ぬ
。
カ
ン
ト

は
こ

れ
を
産
出
的
構
想
力
と
言

っ
て
い
る

が
、

そ
れ
は
「
思
惟
と
存
在
の
関
係
」
で
あ
り
、
「
感
性
・
悟
性
・
理
性
」
の
綜

合
の
働
ら
き
で
あ
る
か
ら
、
こ

れ
が
先
験
的
図
式
で
も
あ
り

、。
一
心
で
も
、

万

法
で
も
あ

る
訳
で
あ
る
。
華
厳
経

に
「
心

・
仏
二・
衆
生
三
無
左
別
」
と
い

う
命
題
が
あ
る
が
、
お
そ
ら
く
こ
れ
と
同
じ
こ
と
を
言
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

『

心
と
万

法
と
自
覚
と
は
、
区
別

の
し
よ
う

が
な
い
も
の
で
あ
ろ
う
。
も
し

も
心
と
い
う
器
物
に
、
万
法
を
盛
り
あ
げ
た
ら
こ
の
食
ぺ
物
は
、
一
心
で

あ
ろ
う
か
、
万
法
で
あ
ろ
う
か
。
こ
こ
に
単
な
る
論
理
主
義
と
「
自
覚
」
を

語

る
哲
学
体
験
の
表
現
に
は
、
差

が
あ
る
。
西

洋
哲
学

は
論
理
主
義

だ
か
ら

論
理
は
明
白
な
よ
う
だ
が
、
哲
学
の
論
理
は
自
覚
を
語
る
こ
と
を
目
的
と
す

る
の
で
あ
る
か
ら
、
単
な
る
論
理
は
論
理
で
す
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。
そ
こ

に
ソ
フ
ィ
ス
ト
と
真
の
哲
学
は
異
る
の
で
あ
る
。

『
感
性
・
悟
性
・
理
性
』
を
綜
合
し
た
働
き
が
、
実
は
先
天
的
図
式
と
か
、

産
出

的
構
想
力
と

か
、
一
心
と
か
、
い
ろ

い
ろ
言
わ
れ
る
の
で

あ
る
が
。
ご

れ
を
、
そ
の
ま
ま
「
思
惟
と
存
在
の
関
係
」
と
書
け
ぱ
、
そ
れ
ば
一
心
だ
け

で
な
く
、
そ
こ
に
一
心
の
な
か
に
万
法
が
加
わ
っ
て
い
る
よ
う
に
も
考
え
ら

れ
る
。
こ
れ

を
更
に
左
図
の
よ
う
に
展
開

し
て
も
、
一
心
は
万
法

な
の
で
あ



る。こ
の
図
式
の
展
開
は
、
既
に
創
刊
号
で
明
示
し
た
通
り
で
あ
る
が
、
こ
れ
を

簡
単
に
す

れ
ば
　
　
　
　
　
　
　

と

い

う

こ

と

で

あ

っ

て

、

全

体

か

ら

見

て

も

「

一

心

万

法

」

と

い

う

こ

と

で

あ

る

が

、

こ

れ

を

数

学

の

方

程

式

と

考

え

れ

ば

、

一

心

と

万

法

は

、

式

と

答

え

と
い
う
関
係
に
な
る
か
ら
、
一
心
万
法
は
普
遍
の
原
理
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、

数

学

を

含

め

た

弁

証

法

の

原

理

で

あ

る

と

い

う

こ

と

に

な

る

。

そ

う

し

て

一

心
万
法
と
い
う
こ
と
は
、
人
間
の
立
場
か
ら
一
切
を
合
理
的
に
考
え
る
こ
と

で

あ

る

。

こ

の

よ

う

な

一

心

万

法

と

い

う

見

方

は

、

仏

教

の

側

に

は

、

そ

の

例

が

極

め

て

多

い

の

で

例

え

ば

、
　

原

始

仏

教

諸

法

無

我
　

諸

行

無

常
　

涅

槃

寂

静
　
　
　

、

中

論
　
　

無

我

縁

起

空

涅
槃
経
　
法
身
　
般
若
　
解
説

と

い

う

よ

う

に

、

そ

の

実

例

は

枚

挙

に

暇

の

な

い

程

で

あ

る

が

、

西

洋

哲

学

で

は

存

在

論

の

立

場

を

と

る

こ

と

が

多

い

関

係

で

、

こ

の

種

の

例

は

あ

ま

り

見
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。
そ
の
中
に
あ
っ
て
、
エ
ン
ゲ
ル
ス
の
テ
ー
ゼ
は
、

ど
の
第
一
テ
ー
ゼ
と
第
ニ
テ
ー
ゼ
を
比
較
し
て
見
る
と
、
実
に
見
事
に
認
識

論
（
第
一
テ
亅
ゼ
）
と
、
存
在
論
（
第
ニ
テ
ー
ゼ
）
を
、
無
意
識
の
う
ち
に

分
析

し
て

提
示

し
て
い
る
と
こ
ろ
に
、
深
い
意
義

が
あ
り
、
西

洋
の
論
理
主

義

の
哲
学

の
う
ち
に
あ
っ
て

は
極

め
て
稀
有

な
例
証
と
い
う

べ
き
で
あ
る
。

ま
た
カ
ン
ト
の
概
念
と
カ
テ
ゴ
リ

ー
の
関

係
も
、

と

し

て

考

え

れ

ば

、

見

方

に

よ

っ

て

は

「

一

心

万

法

」

の

［

つ

の

例

証

で

、

彼

の

哲

学

が

認

識

論

の

立

場

で

あ

る

だ

け

に

興

味

深

い

も

の

が

あ

る

が

明

確

で

な

い

。

し

か

し

そ

の

｀ 点

万

法

を

、

こ

の

三

つ

の

カ

テ

ゴ

リ

ー

に

明

確

に

分

類
し
う
る
こ
と
を
西
洋
哲
学
の
中
か
ら
発
見
し
た
峰
島
教
授
の
研
究
は
、
存

在

論

と

認

識

論

の

境

界

線

を

示

す

も

の

で

、

貴

重

な

デ

ー

タ

ー

と

言

わ

な

く

て
は
な
ら
な
い
。
　
　
三

そ

れ

で

は

、

こ

の

一

心

万

法

と

い

う

の

は

一

体

何

で

あ

る

の

か

。

こ

れ

を

会

得

す

れ

ば

私

分

方

法

論

が

、

比

較

哲

学

方

法

論

と

し

て

、

如

何

な

る

働

ら

き

を

す

る

か

と

い

う

こ

と

が

了

解

で

き

る

と

思

う

の

で

あ

る

。

私

は

ま

ず

最

初

に

哲

学

の

定

義

と

し

て

、

エ

ン

グ

ル

ス

の

第

一

テ

ー

ゼ

を

採

用

し

た

。

そ

れ

は

「

存

在

と

思

惟

の

関

係

」

で

あ

り

、

モ

れ

が

そ

の

ま

ま

「

感

性

・

悟

性

・
理
性
」
と
い
う
先
天
的
構
想
力
で
あ
り
、
先
天
的
図
式
で
あ
り
、
一
心
で



あ

る
。

一
心

と
万
法

の
関
係
ぱ

、
図

式
論
で

説
明

し
た
通
り
、
方
程
式

と
答
え

の
関

係
、
を
連
想
す

る
と
考
え

や
す

い
。

そ
う
し
て

そ
の
方
程
式
の
原
型

は
一
つ

で

あ
っ
て

も
、働
き

は
三
種

に
区
別
す

る
こ

と
が
で
き

る
。そ

れ
が
右

の
図
式

に
示
し
た
通
り
、
三
つ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
で
あ
る
い
わ
ぱ
一
心
は
、
そ
の
器

粐
で

あ
り
、
万
法

は
そ

の
中
に

盛
ら

れ
た
内
容
で
あ

る
。
自
覚

と
い
う

の
は
、

こ
の
器
物
と
内
容

が
一
体
に

な
っ
て

い
る
こ
と

を
言
う

の
で
あ

る
が
、

エ
ン

ゲ
ル
ス
の
第
一
テ
ー

ゼ
と
第
ニ
テ

ー
ゼ
は
、
こ

れ
が
別

々
に
な
っ
て
岐

れ
て

い
る
の
で
あ

る
。
こ
の
自
覚

の
な
い
こ

と
が
存
在
論

の
特
徴
で

あ
る
。

従

っ
て
認
識
論
（
自
覚
論
）

の
場

合
は
、
判

断
の
内

容
を
い
く
ら
で

も
拡

大
で
き

る
の
で

あ
っ
て

、
そ
れ
が
仏

教
で

八
正

道
と
い
わ
れ
る
も
の
で

あ
る
。

「
心
万
法
の
拡
大
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
示
す
と
、

こ

の
こ

と
は
、
人
間
学

と
知

識
学
の
全
面
を
含
む
も
の
で
、
哲
学
は
人
間
学

で
な
く
て
は
な
ら
ぬ
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
り
、
人
間
の
自
覚
が
な
く
て
は
、

一
切
の
学
は
存
在

し
得
な
い
こ
と
を
示
す

も
の
で
あ
る
。

Ⅳ
　

カ

ン

ト

の

哲

学

に

つ
い

て

一
カ
ン
ト
は
哲
学
の
た
め
に
哲
学
を
行
っ
た
と
い
う
型
の
哲
学
者
で
な
く
、

明
ら
か
に
近
世
哲
学
の
課
題

を
課
題
と
し
て
哲
学
し
た
哲
学
者
で
あ
り
、
学

と
し
て
の
哲
学

を
意
識
的
に
建
設
し
よ
う
と
試
み

た
、
哲
学
者
で
あ
っ
て
、

そ

れ
は
彼
の
純
粋
理
性
批
判
の
目
標
で
あ
る
二
つ
の
テ

ー
マ
に
明
瞭
に
示

さ

れ
て
い
る
。

1
　
先
天
的
綜
合
判
断
は
如
何
に
し
て
可
能
か

2
　
認
識
論
的
主
観
主
義

こ
れ
は
中
世
形
而
上
学
的
伝
統
を
伝
え
る
哲
学
に
対
し
て
正
に
コ
ペ
ル
ニ

ク
ス
的
転
換
と
称
す

べ
き

も
の
で

あ
る
。

1
　
先
天
的
綜
合
判
断

彼
に
言

わ
せ

る
と
今

ま
で
の
哲
学

は
、
こ
の
先
天

的
綜
合
判
断
と

い
う
も

の
を
全
く
考
え

る
こ
と

が
で
き

ず
、
そ
の
た
め
に
誤
り
に
陥
っ
て
し
ま
っ

た
。

し
か
し
彼
に
よ
る
と
、
そ
れ
は
既
に
数
学
に
お
い
て
成
立
し
て
い
る
と
い
う
。

先
天

的
綜
合
判
断
の
な
い
分
析
判
断
だ
け
で

は
、
正
当
な
判
断

が
で
き

な
い

と
い
う
カ
ン
ト
の
洞
察
は
正
し
い
。
し
か
し
彼
は
綜
合
判
断
を
求
め
る
の
に
、

一
心
即
ち
「
感
性

・
悟
性
・
理
性
」
を
粉
々
に
分
析
し
て
そ
の
分
析
の
中

か

ら
、
綜
合

を
求

め
る
と
い
う
矛
盾
を
犯
し
た
。
も
し
彼
の
直
観
が
感
性
だ
け

で
な
く
、
一
心

が
そ
の
ま
ま
働
い

た
直
観
で
あ
っ

た
ら
、
彼
の
意
図
は
成
功



- － -

し

て

い

た

で

あ

ろ

う

。

2
　
認
識
論
的
主
観
主
義

カ

ン

ト

に

よ

れ

ば

、

わ

れ

わ

れ

の

主

観

の

う

ち

に

先

天

的

形

式

が

あ

っ

て

、

こ
れ
に
よ
っ
て
対
象
を
構
成
す
る
と
い
う
。
「
認
識
が
対
象
に
従
う
の
で
な

く
、
対
象
が
認
識
に
従
う
の
だ
」
。
と
は
い
う
。
こ
れ
は
一
見
首
肯
し
難
い

表
現
の
よ
う
だ
が
、
そ
れ
は
一
方
的
に
の
み
聞
く
か
ら
で
あ
っ
て
、
例
え
ば

テ

レ

ビ

の

映

像

が

な

ぜ

写

る

か

を

考

え

る

と

き

、

そ

れ

は

テ

レ

ビ

の

中

に

定
の
形
式
が
あ
っ
て
、
対
象
が
こ
れ
に
従
ろ
の
だ
と
考
え
て
少
し
も
無
理
が

な

い

の

で

あ

る

。

し

か

し

彼

の

哲

学

に

は

西

洋

哲

学

の

伝

統

の

た

め

か

、

彼

の
哲
学
に
は
一
心
の
「
自
覚
」
と
い
う
も
の
が
な
い
か
ら
一
心
の
内
容
で

あ
る
感
性
・
悟
性
・
理
性
が
つ
ね
に
増
減
動
揺
す
る
の
で
あ
る
。
認
識
論
と

い
う
の
は
主
体
の
学
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
主
体
が
安
定
し
な
い
の
で
は
何
を

論
じ
て
い
る
か
判
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
彼
が
課
題
と
し
た

1
 
人
間
的
立
場
の
確
立

2
 
科
学
と
哲
学
と
の
一
致

3
　
学
問
と
矛
盾
し
な
い
価
値
判
断
　
　
　

は

今

日

に

お

い

て

も

哲

学

上

の

重

要

な

課

題

で

あ

る

カ

ン

ト

の

認

識

論

「
い
か
に
し
て
先
天
的
綜
合
判
断
は
可
能
で
あ
る
か
」
こ
れ
が
カ
ン
卜
の

純

粋

理

性

批

判

の

根

本

的

な

課

題

で

あ

っ

た

。

そ

し

て

こ

の

問

題

の

解

決

の

た
め
に
は
当
然
カ
ン
ト
は
、
わ
れ
わ
れ
人
間
の
主
観
の
中
に
先
天
的
な
認
識

形
式
の
存
す
る
こ
と
を
想
定
し
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
か
っ
た

こ
の
主
観
の
う
ち
に
先
天
的
認
識
形
式
の
存
在
す
る
こ
と
を
想
定
し
て
、
こ

の
立
ち
場
か
ら
一
切
の
哲
学
す
な
わ
ち
「
思
惟
と
存
在
の
関
係
」
を
説
明
し
よ

う
と
す
る
の
が
、
認
識
論
的
主
観
主
義
の
立
場
で
あ
る
の
で
あ
る
。
従
来
の

形
而
上
学
的
立
場
や
合
理
論
の
立
場
の
哲
学
は
、
こ
の
人
間
の
主
観
の
う
ち

に
備
っ
て
い
る
認
識
形
式
を
合
理
的
に
考
え
よ
う
と
せ
ず
、
存
在
さ
え
諭
ず

れ

ば

、

認

識

は

お

め

ず

か

ら

先

天

的

に

与

え

ら

れ

る

か

の

如

く

考

え

て

い

た

従
っ
て
人
間
の
認
識
形
式
で
あ
る
「
感
性
・
悟
性
・
理
性
」
と
と
い
っ
た
区
別

で
す
ら
、
カ
ン
ト
に
至
っ
て
漸
く
形
を
整
え
る
有
様
で
あ
く
、
更
に
こ
れ
ら

の

綜

合

の

働

き

に

よ

っ

て

如

何

な

る

認

識

の

先

天

的

法

則

が

現

れ

る

か

も

明

ら

か

で

な

い

。

カ

ン

ト

の

認

識

論

は

「

内

容

な

き

怠

惟

は

空

虚

で

あ

り

、

概

念

な

き

直

観

は

盲

目

で

あ

る

」

と

い

う

単

純

な

も

の

で

あ

る

が

、

初

め

に

想

定

し

た

人

間

の
認
識
能
力
の
中
か
ら
、
何
ゆ
え
理
性
を
の
け
も
の
に
し
た
の
か
。
元
来
カ

ン

卜

が

認

識

の

成

立

の

た

め

に

は

悟

性

の

み

な

ら

ず

、

感

性

的

直

観

が

必

要

で
あ
る
と
考
え
た
の
は
経
験
論
的
哲
学
の
影
響
に
よ
っ
て
合
理
論
的
哲
学

の

欠

陥

を

見

抜

い

た

か

ら

で

あ

る

。

悟

性

の

み

に

よ

っ

て

は

、

わ

れ

わ

れ

は

概
念
の
分
析
を
行
い
、
分
析
判
断
を
作
る
こ
と
が
で
き
る
か
も
知
れ
な
い
が

決

し

て

綜

合

判

断

を

作

る

こ

と

が

で

き

な

い

と

い

う

こ

と

を

洞

察

し

た

の

で

あ

る

。

そ

し

て

理

性

の

統

制

的

使

用

こ

そ

綜

合

判

断

の

唯

一

の

道

で

あ

る

こ

と

は

カ

ン

ト

は

充

分

知

っ

て

い

る

の

に

、

ど

う

し

て

直

観

を

感

性

・

悟

性

・

理
性
の
綜
合
判
断
に
し
な
い
で
、
感
性
に
限
定
し
た
直
観
に
し
た
の
か
、
そ

の

理

由

が

判

ら

な

い

。

わ

れ

わ

れ

は

直

観

に

よ

っ

て

の

み

、

主

語

概

念

を

、
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そ
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中

に

含

ま
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て

い

な

い

新

ら

し

い
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概
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と

結
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で
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る

だ
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で
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イ

哲

学

が

「

思

惟

と

存

在

の

関

係

」

を

明

ら

か

に

す

る

こ

者

を

目

的

と

す

る

も

の

な

ら

ば

、

認

識

論

的

主

観

主

義

の

立

場

に

立

っ

た

カ

ン

ト

。の

純

粋

理

性

批

判

に

お

い

て

、

人

間

主

観

の

三

要

素

で

あ

る

「

感

性

・

悟

性

・

理

性

」

が

、

完

全

に

顔

を

会

せ

る

の

は

、

こ

の

先

験

的

弁

証

論

に

至

っ

て

の

こ

と

で

、

モ

れ

以

前

の

カ

ン

ト

の

認

識

論

は

、
。に

感

性

と

悟

性

の

み

で

あ

り

、

特

に

綜

合

判

断

に

Ｉ
必

要

な

直

観

拉

、

感

性

の

み

に

制

限

さ

れ

て

い

る

。

認

識

論

と

い

う

人

間

の

立

場

に

立

つ

も

の

が

、

立

っ

て

い

る

主

体

の

構

成

が

不

定

で

、

こ

れ

が

始

め

て

顔

を

そ

ろ

え

る

と

、

今

度

は

本

来

の

認

識

論

で

な

ぺ

、

先

験

的

仮

象

’
を

暴

露

す

る

仮

象

の

論

理

に

向

け

ら

れ

る

と

い

う

こ

と

は

、

大

き

な

矛

盾

で

Ｉ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

″
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

―・
　
　
　
　
　
　

４１
　
　
　
　
　
　
　
　

１

あ

る

。

カ

ン

ト

は

従

来

の

形

而

上

学

を

否

定

し

た

と

ざ

れ

て

い

る

が

、

そ

れ

は

こ

の

先

験

的

弁

証

論

に

よ

。る

の

で

あ

る

が

、

ヵ

ｙ

卜

拉

単

に

形

而

上

学

を

否

定

し

た

の

で

は

な

ぐ

、

カ

ン

ト

に

は

哲

学

上

の

立

場

か

ち

見

て

矛

盾

し

た

・

意

図

が

あ

っ

た

と

思

わ

れ

る

。

そ

れ

は

匕

Ｊ

Ｉ

ム

の

経

験

論

に

お

っ

て

否

定

せ

心

れ

た

形

而

上

学

を

物

自

体

の

世

界

に

復

活

す

る

た

め

に

、
’

人

間

理

性

を

も

。つ

Ｉ
て

こ

れ

に

代

ら

し

め

よ

う

と

し

た

も

の

で

あ

る

。

し

か

し

形

而

上

学

と

一
認

識

論

と

は

両

立

し

な

い

。

「

本

体

論

か

ら

法

則

論

へ

」

こ

れ

ば

近

代

科

学

が

発

展

し

た

根

本

原

理

で

ヽ
〈

そ

れ

は

襄

を

か

え

せ

ぱ

、

「

形

而

上

学

か

ち

認

Ｉ
　
　
　
　
　
　
　

Ｉ
　
　
　
　
　
　
　
　

ト
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ー
　
　
・
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

Ｉ

識

論

へ

」

と

い

う

コ

ペ

ル

”

。
グ

ス

的

転

換

で

灘

る

。

カ

ン

ト

哲

学

の

最

初

の

意

図

が

、

こ

の

人

間

的

立

場

の

確

立

に

あ

っ

た

こ

と

は

明

ら

か

で

あ

る

。

し

か

る

に

こ

Ｑ

認

識

論

の

立

場

か

ら

ヽ

人

間

の

先

天

的

思

惟

方

式

と

全

ぐ

一

致

す

る

論

理

を

、

最

も

早

く

発

見

し

た

の

は

（

無

意

識

で

は

あ

る

が

）

モ

れ

は

哲

学

で

は

な

く

、

・
実

は

数

学

で

あ

っ

允

（

本

誌

創

刊

号

八

六

頁

）

。
近

世

に

お

け

る

自

然

科

学

の

成

功

は

ヽ

。多

ぐ

の

哲

学

が

ぞ

れ

を

模

倣

し

て

哲

学

体

系

を

樹

立

乙

よ

う

と

試

る

程

は

な

ば

だ

し

か

っ

た

・

し

か

し

合

理

論

の

哲

学

、

も

経

験

論
｡

０

哲

学

も

、

い

ま

だ

真

に

近

世

自

然

科

学

の

本

質

を

把

握

し

た

も

一
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

－
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

一
　
　
　

一一
　
　
　
　
　
　
　
　

Ｉ
　
　
　
　
　

僵

の

で

は

な

く

、
そ

れ

は

近

世

自

然

科

学

の

根

底

に

存

す

る

「

人

間

的

立

場

の

自

覚

」

・

と

い

う

こ

と

を

洞

察

せ

ず

、

単

に

そ

こ

か

心

把

握

で

き

る

論

理

の

み

に

、

と

ら

わ

れ

て

、

新

ら

し

い

哲

学

を

樹

立

し

よ

う

と

す

る

も

の

で

あ

っ

た

プ

モ

の

新

ら

し

い

哲

学

と

い

う

の

は

、

科

学

や

数

学

に

背

を

佝

け

た

古

い

形

而

上

学

を

意

味

す

る

。

し

か

し

モ

れ

は

い

わ

ゆ

る

「

ま

ぶ

た

の

母

」

の

よ

う

な

も

の

で

、

そ

れ

が

何

で

あ

る

か

は

誰

も

知

ら

な

い

の

で

あ

る

。

モ

の

証

拠

に

西

洋

哲

学

忙

は

定

義

が

な

い

の

で

あ

る

・

カ

ン

ト

は

認

識

論

的

主

観

主

義

を

稠

。
発

点

と

し

た

。

お

か

し

彼

は

７

＋
5

＝
1
2

と

い

う

方

程

式

が

、

ａ

十

ｂ

ｌ

ｅ

と

い

う

普

遍

の

認

識

論

で

あ

り

、
’

そ

れ

が

普

遍

の

認

識

論

で

。あ

る

七

い

う

こ

と

は

、

そ

の

根

本

図

式

が

、

人

間

の

先

天

的

図

式

と

一

致

す

る

か

ら

で

あ

。る

・
ノ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

一

Ｉ

φ

と

い

う

こ

Ｊ
と

に

気

付

か

な

か

。つ

た

。

即

ち

認

識

の

法

則

の

中

に

、

人

間

的

立

場

を

洞

察

す

る

こ

と

が

で

き

な

か

っ

た

。

「

一

心

万

法

」

と

い

う

「

自

覚

」

が

な

か

っ

た

の

で

あ

る

。

づ
も

心

力

ｙ

卜

が

、

こ

の

弁

証

論

に

示

し

た

よ

う

に

、

・

始

め

か

ら

人

間

の

理

性

を

感

性

・

悟

性

と

と

も

に

、

人

格

の

要

素

に

加

え

、

Ｉ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

｀
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

一－
　
Ｉ
Ｉ

弁

証

論

を

存

在

論

で

な

く

、

法

則

論

と

し

て

導

い

た

と

し

た

ら

、

仮

象

の

形

而

上

学

は

、

す

べ

て

認

識

論

と

心

て

の

法

則

論

・ （

弁

証

法

）

に

転

化

し

て

、



三
つ
の
仮
象
ば
そ
の
ま
ま
、
自
覚
判
断
（
人
格
)
認
識
判
断
（
真
理
）
価
値

判
断
(
善
の
選
び
)
と
い
う
よ
う
に
、
彼
の
初
の
意
図
に
一
致
し
、
彼
の
哲

学
の
白
眉
と
も
言
う
べ
き
こ
の
弁
証
論
に
お
い
て
彼
の
「
学
と
し
て
の
哲
学
」

が
完
全
に
実
現
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

一
　
し
か
し
か
ん
と
が
意
図
し
た
こ
の
「
学
と
し
て
の
哲
学
」
の
意
図
は
、
永

久
に
消
し
て
は
な
ら
な
い
学
問
の
根
本
課
題
で
あ
る
と
と
も
に
、
自
覚
の
な

い
単
な
る
論
理
の
た
め
の
論
理
は
、
そ
れ
が
如
何
に
表
面
的
に
整
備
さ
れ
た

も
の
に
見
え
て
も
、
近
代
の
ソ
フ
ィ
ス
ト
を
作
る
以
外
の
な
に
も
の
で
も
な

い
。
し
か
し
今
日
の
西
洋
哲
学
の
全
体
の
方
向
と
し
て
は
、
カ
ン
ト
の
先
例

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
再
び
形
而
上
学
的
存
在
論
の
方
向
を
た
ど
る
か
、
或
い

は
「
人
間
的
洞
察
を
欠
い
た
科
学
論
」
に
低
迷
し
て
い
る
こ
と
は
、
遺
感
な

こ
と
で
あ
る
が
、
同
時
に
、
比
較
思
想
の
必
要
を
痛
感
す
る
の
で
あ
る
。

（
ま
つ
お
・
ほ
う
さ
く
、
比
較
哲
学
、
金
沢
大
学
社
会
教
育
研
究
室
）
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