
〈
特
集
「
2
1世
紀
の
倫
理

と
そ
の
基
盤
」
１
〉

東

西

に

お

け

る

道

徳

思

想

に

つ

い

て

―
と
く
に
カ
ン
ト
倫
理
学
と
仏
教
の
戒
思
想
と
の
対
比
を
通
じ
て
―

序

西

欧

語

と

し

て

の
m
o
ｒ
ａ
ｌ
な

い

し

Ｓ
ｉｔ
ｔｅ

に
は

習

慣

と

い

っ

た

原

義

が

前

提

と

し

て

考

え

ら

れ

て

い

る

。

仏

教

に

お

い

て

も

道

徳

に

対

す

る

語

、

戒

ｓ
■
ｌ
ａ
（
Ｓ
）
も
ま
た
、
「
し
ば
し
ば
行
う
」
と
い
っ
た
内
容
で
あ
る
習
慣
を
原
義

と

し

、

そ

れ

か

ら

由
来

す

る
も

の
で

あ

り

、

ま

さ

に

道

徳

そ

の

も

の

を
意

味

し

て

い

る
。

東

西

両

洋

に

お

い
て

か

か

る
原

義

上

に

お
け

る
共

通

点
が

見

ら

れ

る
点

で

注
目

す

ベ
き

で

あ

る

。

し

か
し

な
が

ら

か

か

る
共

通

点

に
も

か

か

わ
ら

ず

東

西

に

お
け

る
道

徳

思

想

は
、

そ

の
宗

教

的
、

文

化

的

背

景

を

異

に
す

る
こ

と

に

よ
り

、

そ
れ

ぞ

れ

異

な

っ
た

特

殊

性

を

展

開

す

る

の

で

あ

る

。

今

回

は

そ
れ

ぞ
れ

の
有

す

る

特

殊

性

の

二

点

を

論

究

す

る

こ

と

に

よ

り

、

そ

の

対

比

を

試

み

た

い
と

思

う

。

河
　
波
　
　
　

昌

カ

ン

ト

の

倫

理

学

に

つ

い

て

と

こ

ろ

で

ま

ず

カ

ン

ト
の

倫

理

学

に
つ

い

て

考

え

る

場

合

、
そ

の

成

立

の

背

景

に

は

ヘ
ブ

ラ

イ

的

な
性

格

が

そ

の

本

質

的

な

契

機

と

な

っ
て

い

る
こ

と

が

考

え

ら

れ

る
。
西

洋
倫

理

思

想

の

核

に

は

「
モ

ー

ゼ
の
十

誡

」

に
も

示

さ

れ

る

よ

う

に

、

神

の

命
令

卜

そ

れ

は
超

越

的

な

命

法

で

あ

る
Ｉ

が

前

提

と
し
て
考
え
ら
れ
、
そ
し
て
カ
ン
ト
が
認
識
論
上
に
お
い
て
遂
行
し
た
コ
ペ

ル

ニ
ク

ス

的

転

換

は

。
実

践

哲

学

の

次

元

に

お

い

て

も

遂
行

さ
れ

、

そ

こ

に

道

徳

法

則

∃
ｏ
ｒ
ａ
ｈ
ｓ
ｃ
ｈ
ｅ
ｓ
　
Ｇ
ｅ
ｓ
ｅ
ｔｚ

こ

の

こ

と

ぱ

に

は

カ

ン

ト

は

Ｈ
ｅ
ｉｌ
ｉｇ
ｋ
ｅ
ｉｔ
等

の
語

を
も

附

加

し

、

神

聖

さ

を

漂

わ

せ
て

い

る
が

、

そ

の
こ

と

自

体

、
不

可
避

的

に
宗

教

的

な

契

機

を

予

想

し

て

い

る
こ

と

が

考

え

ら
れ

る
の
で
あ
る
―
に
対
す
る
他
律
な
い
し
神
律
な
ら
ぬ
純
粋
実
践
理
性
の
自

律

の

立
場

が

考
え

ら

れ

る

の

で

あ
り

、

か

か

る

理
性

の

自

律

は

、
実

践
哲

学



の

地

平

に

お

け

る

神

に

対

す

る

人

間

理

性

の

独

立

宣

言

を

意

味

し

て

い

る

。

西

洋

倫

理

学

史

に

は

多

様

の

展

開

が

見

ら

れ

る

と

は

い

え

一

つ

の

決

定

的

な

見

方

と

し

て

道

徳

法

則

を

め

ぐ

っ

て

カ

ン

ト

以

前

と

カ

ン

ト

以

降

の

二

段

階

で

考

え

る

こ

と

も

適

切

で

あ

る

と

考

え

ら

れ

る

。

仏

教

倫

理

、

即

ち

戒

に

つ

い

て

他

方

、

仏

教

に

お

い

て

も

倫

理

思

想

の

豊

か

な

展

開

が

見

ら

れ

る

が

。

そ

れ

ら

は

大

体

に

お

い

て

三

段

階

に

お

い

て

考

え

る

こ

と

が

で

き

る

。

す

な

わ

ち

そ

の

第

一

段

階

は

最

初

期

の

仏

教

、

い

わ

ゆ

る

「
七

仏

通

誡

の

偈

」

の

立

場

。

第

二

は

初

期

大

乗

仏

教

（
Ａ

Ｄ

一
世

紀

前

後

頃

）

の

段

階

で

成

立

し

た

戒

波

羅

蜜

の

思

想

の

立

場

、

そ

し

て

第

三

段

階

は

中

国

天

台

仏

教

に

お

い

て

成

立

し

た

大

乗

円

頓

戒

の

立

場

で

あ

る

。

第

一

の

最

初

期

の

仏

教

の

段

階

で

「
七

仏

通

誡

偈

」

の

形

で

仏

教

に

お

け

る

断

固

と

し

た

道

徳

思

想

の

展

開

が

見

ら

れ

る

。

そ

の

内

容

は

「

諸

悪

莫

作

、

衆

善

奉

行

、

自

浄

其

意

、

是

諸

仏

法

」

で

、

そ

れ

は

釈

尊

が

出

現

す

る

以

前

に
す
で
に
六
人
の
仏
た
ち
が
出
現
し
、
一
貫
し
て
「
諸
悪
莫
作
」
等
の
道
徳

を

説

い

て

い

た

と

い

う

の

で

あ

る

。

こ

の

こ

と

は

道

徳

的

真

理

が

歴

史

を

超

え
て
普
遍
的
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
お
り
、
か
か
る
点
で
ヘ
ブ
ラ
イ
的
―
カ

ン

ト

的

道

徳

思

想

と

共

通

す

る

契

機

が

考

え

ら

れ

る

。

そ

し

て

仏

教

に

お

い

て

は

こ

の

最

後

の

文

で

あ

る

「

自

浄

其

意

」

の

意

に

そ

の

核

心

を

見

う

る

の

で
あ
る
が
。
こ
の
語
は
カ
ン
ト
の
》
Ｇ
ｒ
ｕ
ｎ
ｄ
ｌ
ｅ
ｇ
ｕ
ｎ
ｇ
　
ｚ
ｕ
ｒ
　
Ｍ
ｅ
ｔ
ａ
ｐ
ｈ
ｙ
ｓ
ｉ
ｋ

ｄ
ｅ
ｒ
　
Ｓ
ｉ
ｔ
ｔ
ｅ
ｎ
，
　
１
７
８
５
《
に
お
け
る
善
意
志
ｇ
ｕ
ｔ
ｅ
ｒ
　
Ｗ
ｉ
ｌ
ｌ
ｅ
に
対
応
す
る
点
が

考

え

ら

れ

る

。

た

だ

し

仏

教

に

お

い
て

は

「
意

」

と

「
衆

善

奉

行
」

と

は
相

関

的

で

あ

り

、

相

補

的

で

あ

る

点
で

カ

ン

ト
の

立

場

と

は

異

な

る

。

カ

ン
ト

に

お

け

る

善

意

志

は

あ

ら

ゆ

る

道

徳
行

為

の

出

発

点

と

な

り

、

基

礎

と

な
る

も

の

で

あ

る

の

に

対

し

、

仏

教

偈

に

お
け

る

「
意

」

は
、

あ

ら

ゆ

る

道

徳
的

行

為

に

お

け

る
課

題

と

な

る

も

の

で

あ
り

、

更

に

は
目

的

で

さ

え

あ

る

。
そ

し

て

か

か
る

「
意

」

は
仏

教

の

歴

史

の
全

体

を
通

じ

て

の

そ

の

課

題

と

な

る

も

の

で

も

あ

っ

た

の
で

あ

る

。

第

二

の

初

期

大

乗

仏

教

に

お
い

て

展
開

さ

れ

る
戒

波
羅

蜜

は
道

徳

が

般
若

波

羅

蜜

（
空

の
実

践

）

を

中

心

と

す

る

六

波
羅

蜜

の
実

践

体

系

の

う

ち

に
組

み

込

ま

れ

て

展

開

さ
れ

る
。

し

か

し

な

が

ら

そ

の

こ

と

は

い

わ
ゆ

る

空

の

実

践

体

系

に

お
け

る

道

徳
の

手

段

化

を

意

味

す

る
も

の

で

は

決
し

て

な

く

、

そ

れ

は

道

徳

と

し

て

の
戒

が

単

な
る

戒

に

と

ど

ま
ら

ず

、
む

し

ろ
空

を

媒

介

と

す

る

こ

と

に

よ

っ
て

限
り

な
く

戒

（
道

徳

）

の

完

成

（
波
羅

蜜

は
完

成

の

意

で

あ

る
）

が

遂
行

せ

ら

れ
て

ゆ
く

こ

と

を

意

味

し

て

い

る

の

で

あ

る
。

そ

れ

は

カ

ン

ト

的

に

い

え

ば

カ

ン

ト

的

な

定

言

命

法

ｋ
ａ
ｔｅ
ｇ
ｏ
ｒ
ｉｓ
ｃ
ｈ
ｅ
ｒ

Ｉｍ
ｐ
ｅ
ｒ
ａ
ｔ
ｉｖ

と

し

て

の

重

み

を

減
ず

る
こ

と

な

く

し

か
も

定

言

命

法

の

絶

対

否

定

と

し

て

の

定

言

命

法

の

遂
行

を

考
え

る
こ

と

が

で

き

る

の

で

あ

る
。

こ

の

戒

（
道

徳

）

の

実

践

が

戒

の

絶
対

否

定

（
空

）

を

通

じ

て

の

戒

の
限

り

な

き

遂

行

で

あ

る
点

に
つ

い

て

は

大
乗

経

典
が

く

り

返

し

説

い
て

い

る

と

こ

ろ

で

あ

る
。

た

と

え

ば

『
大

品

般

若

経

』

に

お

い
て

。

「
菩

薩

摩

訶

薩

は
尸

羅

（
戒

）

波
羅

蜜

に

住

し

て
尸

羅

波
羅

蜜

を

行

ぜ



ず
。
」
（
富
楼
那
品
第
十
五
）

あ
る
い
は
。

「
菩
薩
摩
訶
薩
、
尸
羅
波
羅
蜜
を
行
ず
る
時
、
一
切
法
を
観
ず
る
に
幻

の
如
し

、
亦
こ

の
戒
あ

る
を
念

ぜ
ず
、
無
所
得

を
以

っ
て

の
故

に
。
こ

れ
を
菩
薩
摩
訶
薩

、
尸
羅

波
羅

蜜
を
行
ず

る
時

の
般
若

波
羅

蜜
と
名
づ

く
。」
（
同
）

等
の
文

が
見
ら

れ
る
が
、
こ
れ
ら
は
戒
波
羅

蜜
の
実

践
が
そ
の
ま
ま
空
の
実

践
で
あ
り
、
そ
の
空
の
実
践
に
即
し
て
か
え

っ
て
限
り

な
き

戒
の
完
成
の
遂

行
が
成
立
し
て

い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
善
意
志
の
立
場

か
ら
い
え
ば
、
道

徳
的
な
意
志

の
遂
行
即

脱
却
、
脱
却
即
遂
行

に
お
い
て

善
意

志
そ
の
も
の
を

見
よ
う
と
す

る
こ
と

を
意
味

し
て
い
る
と
も
い
え

よ
う
。

カ

ン

ト

倫

理

学

と

仏

教

倫

理

の
対

比

カ
ン
ト
に
お

い
て
道
徳

法
則

を

考
え

る
場

合
、

自
明

の

Ｆ
ａ
ｋ
ｔｕ
m
　ｄｅ
ｒ

Ｖ
ｅｒ
ｎ
ｕ
ｎ
ｆｔ
（
理
性
の
事

実
）
か
ら
出

発
し
、
そ
れ

は
カ

ン
ト
の
道

徳

哲
学

の
基
盤
を
な
す
も
の
で
あ
る
が
、
仏
教
に
お
い
て
は
戒
に
即
し
て
の
空
こ
そ

が

カ
ン
ト
の
理
性
の
事
実
と
対
応
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
た
だ
空
自
体

へ
の
誤
認
か
ら
、
た
と
え
ば
日
本
仏
教
に
お
い
て
無
道
徳
的
な
も
の

に
対
す

る
肯
定
へ
の
一
傾
向
が
見
ら
れ
る
が
、
こ
れ
は
大
乗

仏
教
本
来
の
立
場
か
ら

い
っ
て
も
改
め
て
問
題
と
さ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
空
は
単
な
る
道
徳
の
否
定

で

は
な
く
、
そ
れ
を
媒
介
と
す
る
道
徳
的
行
為
の
限
り
な
き
完
成
と
不
可
分

に
関
わ
る
も
の
で
あ
る
。

カ

ン

ト

の
倫

理

学

の
場

合
、

そ

の

道

徳

法
則

は
同

一

律

的

で

あ

り

、

道

徳

法

則

の
命

ず

る

と

こ

ろ

は

「
Ａ

を

し

て

Ａ

た
ら

し

め
よ

」

と

い
う

立

場

に

立

つ

も

の

で

あ

り

、

ま

さ

に

そ

の

と

こ

ろ

で

定

言

命

法

ｋ
ａ
ｔｅ
ｇ
ｏ
ｒ
ｉｓ
ｃ
ｈ
ｅ
ｒ

Ｉｍ
ｐ
ｅ
ｒ
ａ
ｔ
ｉｖ

の
成

立

が

考
え

ら

れ

る

の

で

あ

る
。

こ

の

よ

う

に

カ

ン

ト

の

倫

理

学
が

同

一
律

を

基

盤

と
す

る
も

の
で

あ

る

の

に
対

し

て

仏

教

の

道

徳

は

空

的

、

脱

・
同

一

律

的

倫

理

と

い

う
こ

と

が

で
き

る

の
で

あ

る
。

そ

れ

は

『
金

剛

般

若

経

』

に

も

と

づ
き

鈴

木

大

拙

に

よ

っ

て

主

張

さ

れ

た

「

即

非

の

論

理
」

が

そ

の

ま

ま

道

徳

的

な
実

践

の
地

平

に

お

い
て

も

遂

行

さ

れ

て

い

る

と

い

う
こ

と

が
で

き

よ

う

。
「

Ａ

は

Ａ

に
非

ず

、

故

に

Ａ

な

り

」

と

主

張
す

る

即
非

の

論

理

は

「

故

に
Ａ

な
り

」

と

ど

こ

ま
で

も

同

一

律

に
即

し

、

ま

た
同

一

律
を

根

拠

づ
け

な

が
ら

そ

の
同

一

律

を

超
え

、

ま

た

同

一

律

を

超

え

つ

つ

同

一

律

の

成

立

の

地
平

の

限
り

な
き

展

開

が

見
ら

れ

る
の

で

あ

る
。

か

か

る

点

で

空

の

実

践

は

そ

の

全

体

を
挙

げ

て

戒

の

実

践

と

一

つ

に
な

っ
て

、

戒

そ

の

も

の

の

完

遂

を

意

味

し

て

い

る

の
で

あ

る

。

な

お

自

由

の

問

題

に

つ

い

て

、

カ

ン

ト

に
お

い

て

は
み

ず

か
ら

の
定

立

し

た

そ

の

道

徳

法

則

に

従

う

と

こ

ろ

に
自

由

が

成

立

す

る

の
で

あ

る
が

、

仏

教

に

お

い

て

は

か

か

る

命

法

か

ら

も

ま
さ

に
そ

の

空

で

あ

る

こ
と

に

お

い
て

自

由

（
自

在

ｌｓ
ｖ
ａ
ｒ
ａ
）

成

立

す

る

の
で

あ

り

、

そ

れ

は
悪

へ

の
自

由

を

も

全

面

的

に

許

容

し

つ

つ

も

か

え

っ
て

高
次

の

道

徳
行

為

と

結

び

つ
く

も

の

と

い

え

る

の

で

あ

る

。



空
と
自
他
不

二
律

―
ニ
一
世
紀
へ
の
展
望

な

お

空

は

、

ま

さ

に

そ

の

一

切

皆

空

を

主

張

す

る

故

に

神

お

よ

び

人

間

も

ま

た

本

来

的

に

空

で

あ

り

、

ま

さ

に

こ

の

空

に

お

い

て

絶
対

者

（
神

）

と

人

間

と

の

対

立

は

必

然

的

に

超

克

せ

ら

れ

て

い

る

。

倫

理

学

の

地
平

で

言

え

ば

、

西

洋

倫

理

学

に

お

け

る

宿

命

的

な

課

題

た

る

自

律

Ａ
ｕ
ｔｏ
ｎ
ｏ
ｍ

ｉｅ

と

他

律

Ｈ
ｅ
ｔｅ
ｒ
ｏ
ｎ
ｏ
ｍ

ｉｅ

の

両

者

の

対

立

も

必

然

的

に
そ

こ

で

は

揚

棄

さ

れ

る
。

仏

教

に

お

い
て

は

。

カ

ン

ト

が

一

応

。

自

律

の

立

場

に

立

ち

つ

つ

も

、

自

律

と

他

律

と

の

境

界

線

上

に
漂

う

の

感

な

し

と

せ

ざ

る

を

え

な

か

っ
た

の

に

対

し

、

仏

教

に

お

い

て

は

自

他
不

二

律

的

で

あ

る

と

い

う

こ

と

が

で
き

よ

う

。

自

他

不

二

律

と

は

、

ま

さ

に

空

に

お

い
て

百

パ

ー

セ
ン

ト

人

間

の
自

律
性

が

そ

の

ま

ま

ま

た

百
ハ

ー

セ

ン

ト
神

の

他

律

性

あ

る

い

は

神

律

性

と

相
即

し

て

い

る

こ

と

を

意

味

す

る

の

で

あ

る

。

す

な

わ

ち

道

徳

律

の

根

源

は
百

パ

ー

セ
ン

ト

神

か

ら

由

来

し

つ

つ

、

そ

の

こ

と

が

人

間

の

立

場

と

し

て

の

自

律

性

と

異

な

る

も

の

で

は

な

い

こ

と

が

考

え

ら

れ

る

の

で

あ

る

。

初

期

大
乗

仏

教

に

お

け

る

戒

波

羅

蜜

の

概

念

は

、

そ

の

空

の

実

践

を

介

し

て

、

自

律

と

他

律

の

関

係

の

問

題

、

あ

る

い

は

超

越

と

内

在

の

問

題

に

関

わ

り

、

と

り

わ

け

中

国

に

お

け

る

天

台

仏

教

に

お

い

て

そ

の

展

開

の

新

た

な

る

様

相

を
示

す

こ

と

に

な

る

。

イ

ン
ド

後

期

に

展

開

し

た

大
乗

仏

教

は

や

が

て

中

国

仏

教

へ

と

直

流

し

て

ゆ

く

の

で

あ

る

が

、

そ

こ

に

ど

こ

ま

で

も

空

思

想

を

根

底

と

し

な

が

ら

絶

対

的

一

神

教

の

契

機

が

展

開

さ

れ

て

ゆ

く

こ

と

に

な

る

。

絶
対

的

と

は

ま

さ

に

文

字

通

り

に

対

を

絶

す

る

（

そ

れ

は

空

の

ダ

イ

ナ

ミ

ズ

ム

そ

の

も

の

と

い

え

る

）

こ

と

に

お

い

て

神

と

人

間

、

他

と

自

と

の

対

立

は

揚

棄

さ

れ

、

神

が

人

間

に

な

り

、

他

が

自

に

な

り

、

ま

た

自

が

他

に

な

り

あ

う

倫

理

的

世

界

が

出

現

す

る

よ

う

に

な

る

。

中

国

に

お

い

て

「

戒

体

」

す

な

わ

ち

あ

ら

ゆ

る

道

徳

的

行

為

の

根

源

、

と

い

っ

た

概

念

が

登

場

し

、

そ

の

戒

体

が

人

間

の

う

ち

に

あ

る

か

、

神

の

側

に

あ

る

か

で

ま

た

新

し

い

論

義

が

展

開

さ

れ

る

こ

と

に

な

っ

た

。

い

ず

れ

に

せ

よ

中

国

天

台

に

至

っ

て

、

イ

ン

ド

的

な

空

概

念

が

ビ

ル

シ

ャ

ナ

仏

と

い

う

絶

対

的

一

神

教

へ

と

展

開

す

る

こ

と

に

よ

る

新

し

い

い

わ

ゆ

る

大

乗

円

頓

戒

が

成

立

す

る

こ

と

に

な

る

の

で

あ

る

。

か

か

る

倫

理

学

の

問

題

地

平

は

カ

ン

ト

倫

理

学

に

も

う

か

が

う

こ

と

が

で

き

る

の

で

あ

る

が

。

と

り

わ

け

か

れ

の

晩

年

の

遺

稿

等

に

お

い

て

そ

の

流

動

的

な

性

格

を

み

る

こ

と

が

で

き

る

。

す

な

わ

ち

た

と

え

ぱ

か

れ

の

ｏ

ｐ
ｕ

ｓ

　
Ｐ
ｏ
ｓ
ｔ
ｕ
m

ｕ
m

　（

１
７
８
６
-
１
８
０
４

）

の

中

で

、

「

私

は

最

高

存

在

者

（

神

）

の

内

に

い

る

。

私

は

（

ス

ピ

ノ

ー

ザ

に

従

っ

て

）

私

自

身

を

神

の

内

に

見

る

。

そ

し

て

そ

の

神

は

立

法

的

な

る

も
の
な
の
で
あ
る
―
Ｉ
ｃ
ｈ
　
ｂ
ｉ
ｎ
　
i
m
　
ｈ
ｏ
ｃ
ｈ
ｓ
ｔ
ｅ
ｎ
　
Ｗ
ｅ
ｓ
ｅ
ｎ

，

Ｉｃ

ｈ

ｓ
ｅ

ｈ
ｅ

　
ｍ

ｉ
ｃ
ｈ

　
ｓ
ｅ

ｌ
ｂ
ｓ
ｔ
　
（
ｎ

ａ
ｃ
ｈ

　

Ｓ
ｐ

ｉ
ｎ

ｏ
ｚ
ａ

）
　

ｉｎ

　

Ｇ

ｏ

ｔ
ｔ

，
　

ｄ
ｅ

ｒ

　
ｇ
ｅ
ｓ
ｅ
ｔ
ｚ
-

ｇ
ｅ
ｂ
ｅ
ｎ
ｄ
　
ｉ
ｓ
ｔ

．
」

（
カ
ン
ト
全
集
ア
カ
デ
ミ
ー
版
Ｘ
Ｘ
Ⅱ
．
　
Ｓ
．
５
４
）

あ

る

い

は

、

「

神

は

私

の

外

に

実

体

と

し

て

で

な

く

、

私

の

内

な

る

道

徳

的

原

理

と

し
て
考
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
―
―
G
ｏ
ｔ
ｔ
　
m
ｕ
β
　
ｎ
ｉ
ｃ
ｈ
ｔ
　
ａ
ｌ
ｓ

Ｓ
ｕ
ｂ
ｓ
ｔ
ａ
ｎ
ｚ
　
ａ
ｕ
β
ｅ
ｒ
　
m
i
ｒ
　
ｖ
ｏ
ｒ
ｇ
ｅ
ｓ
ｔ
ｅ
ｌ
ｌ
ｔ
　
ｗ
ｅ
ｒ
ｄ
ｅ
ｎ
，
　
ｓ
ｏ
ｎ
ｄ
ｅ
ｒ
ｎ
　
ａ
ｌ
ｓ
　
ｄ
ａ
ｓ



ｈ
ｏ
ｃ

ｈ
ｓ
ｔ
ｅ

　
m
o

ｒ
ａ

ｌ
ｉｓ
ｃ

ｈ
ｅ

　
Ｐ
ｒ

ｉｎ
ｚ

ｉｐ

　
ｉｎ

　
m
i
ｒ

．
」

（

同

、

Ｘ

Ｘ

Ｉ
．

　
Ｓ

．
１
４
４
）

こ

れ

ら

の

二

文

は

、

カ

ン

ト

が

ど

こ

ま

で

も

自

律

の

立

場

を

貫

ぎ

な

が

ら

、

ま

た

ど

こ

ま

で

も

そ

の

単

な

る

自

律

の

立

場

を

こ

え

出

て

い

る

点

を

示

し

て

い

る

。

前

の

文

で

は

ス

ピ

ン

ー

ザ

の

名

を

挙

げ

て

い

る

が

．

カ

ン

ト

自

身

は

そ

の

こ

と

に

気

づ

か

な

か

っ

た

と

は

い

え

、

よ

り

い

っ

そ

う

ク

ザ

ー

ヌ

ス

的

で

さ

え

あ

る

。

ま

た

後

の

文

も

単

な

る

自

律

の

立

場

を

こ

え

て

超

越

的

な

も

の

へ

の

開

か

れ

た

地

平

を

う

か

が

う

こ

と

が

で

き

る

．

そ

の

こ

と

は

た

と

え

ば

、

》
D
ｅ
ｒ
 
Ａ
ｕ
ｔ
ｏ
ｒ
　
　
m
i
ｔ
 
Ａ
ｕ
ｔ
ｏ
ｒ
ｉ
ｔ
ａ
ｔ
 
ｓ
ｐ
ｒ
ｉ
ｃ
ｈ
ｔ
）
d
e
r

P
ｆ
ｌ
ｉ
ｃ
ｈ
ｔ
ｇ
ｅ
ｓ
ｅ
ｔ
ｚ
　
ｉ
ｓ
ｔ
　
Ｇ
ｏ
ｔ
ｔ
．
《
（
同
、
Ｓ
．
１
１
３
）

と

い

っ

た

文

に

お

い

て

も

明

瞭

に

見

ら

れ

る

と

こ

ろ

で

あ

る

。

西

洋

の

伝

統

的

な

ヘ

ブ

ラ

イ

的

、

キ

リ

ス

ト

教

的

倫

理

は

、

た

と

え

ば

ゲ

ル

マ

ン

的

地

平

に

お

い

て

、

ド

イ

ツ

神

秘

主

義

等

を

介

し

て

内

在

的

な

深

奥

の

地

平

で

捉

え

ら

れ

．

そ

れ

が

や

が

て

人

間

的

な

理

性

の

基

盤

か

ら

人

間

的

理

性

に

お

け

る

自

律

的

な

倫

理

と

し

て

自

覚

さ

れ

、

カ

ン

ト

倫

理

に

結

実

し

て

い

っ

た

こ

と

が

考

え

ら

れ

る

の

で

あ

る

が

、

最

晩

年

の

カ

ン

ト

に

お

い

て

超
越
的
地
平
へ
の
開
け
が
一
方
に
存
す
る
と
と
も
に
、
他
方
、
そ
の
自
律
性

が

超

越

的

地

平

を

閉

ざ

し

、

か

え

っ

て

そ

の

こ

と

に

よ

っ

て

倫

理

そ

れ

自

体

の

根

底

を

喪

失

す

る

こ

と

に

よ

る

ニ

ヒ

リ

ズ

ム

化

の

進

行

が

見

ら

れ

、

そ

の

傾

向

が

現

代

に

ま

で

及

ん

で

い

る

こ

と

が

考

え

ら

れ

る

の

で

あ

る

。

い

ず

れ

に

せ

よ

．

カ

ン

ト

の

倫

理

学

は

現

在

の

精

神

的

な

状

況

を

そ

の

根

底

か

ら

見

直

す

上

に

お

い

て

き

わ

め

て

重

要

な

意

義

を

有

す

る

が

、

ま

た

大

乗

仏

教

の

道
徳

思

想
の

展

開

と
対

比

す

る

こ

と

に

よ

っ
て

、

カ

ン

ト

倫

理

に

と

っ
て

も

仏
教

の
倫

理

に
と

っ
て

も

よ

り

豊

か

な

精
神

的

な

内

容

の

展
開

が

み

ら

れ

る

の
で

あ

る
。

現

在

、

宇

宙

論

、
環

境

論

等

が

そ

し

て

ま

た

そ

れ
ら

と

の
関

連

で

人

間

そ

の

も

の

が

最

大

の

テ

ー

マ
と

な

り

つ

つ

あ

る

。

こ

れ
ら

の
問

題

の

手

が

か

り

と

し

て

自

他

不

二

律

（
空

）

的

な

思

考

が

き

わ

め

て
重

要

で

あ

る

と

考

え

ら

れ

る

。（
本
論
文
に
お
け
る
と

く
に
カ

ン
ト
の
宗
教
哲

学
に
関

す
る
項

に
つ

い
て
、
東

洋
大
学
教
授
、
量
義
治
氏
の
論
著
等
か
ら
多
く
参
考
に
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。
）

（
か

わ

な

み

・
あ

き

ら

、

宗

教

哲

学

・
仏

教

哲
学

。

東

洋
大

学

名

誉

教

授

）
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