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「
出
来
事
」

の
形
式
と

「
行
為
」

の
形
式

ー

カ
ン
ト
倫
理
学

へ
の

一
視
点

柏

田

康

史

人

間

の

「
行
為

」

は
諸
事

実

の
系
列

と

し

て
の

「
出

来

事
」

な

の
で
は

な

い
。

つ
ま

り
問
題

は

、
行
為

が
ど

の
よ
う
な
事

実

に
よ

っ
て
経

験
的

に

つ
く
り

あ
げ

ら
れ

る

の
か
と

い
う

こ
と

に
よ

り
も

、
む

し

ろ

、
そ

れ
ら

を

ど

の
よ
う

に
か

た
ち

づ
く

り
、

そ
れ

に

い
か

な

る
形

式

を
与

え
る

こ

と

に
よ

っ
て

「
行

為
」

と

い
わ

れ

る
も

の
に
な

す

の
か
と

い
う

こ
と

に
あ

る
。

つ
ま

り
、

そ

れ
を
ど

の

よ
う

に
行
為

す
る

の
か

と

い
う
そ

の
仕

方

、

そ

の

「
形
式
」

に

こ
そ
、

は
じ

め

て
そ
れ
ら

が
人

間

の
行

為

と
し

て
成

立

す

る
ゆ
え

ん

の
も

の
が
あ

る

と
思
わ

れ

る
。
そ
し

て
そ

の
よ
う

な
形
式

は
ま

た
、
「
人

間

」

が

、
単

に
出

来

事

の

一
環

と

し

て

で
は
な

く

、
行

為

の

「
主

体
」

と
し

て
問

わ
れ

う
る

た
め

の
根

拠

に
も

か
か
わ

る

で
あ
ろ

う

。
i

I
以

下

の
小

論

は
か

か

る
問
題
意

識

を
基

調

と
し

、
『
純

粋

理
性

批
判

』

の

「
二
律
背

反
論

」
、
と

く

に
そ

の

「第

九
節

、
理

」

を
主

た

る

テ
キ

ス
ト
と

し

て
、
カ

ン
ト
倫

理
学

へ
の

ひ
と

つ
の
予
備

的

考
察

を

行

う
も

の
で
あ

る
。



一

「
道

徳

的

」

と

い

う

こ

と

、

お

よ

び

「
行

為

」

と

そ

の

「
主

体

」

「
道
徳

的
」

あ

る

い
は

「倫

理

的
」

と

い
う

こ
と

「
行

為

(
　

)
」

の
問

題

は
カ

ン
ト

の
場
合

、
道

徳

的

な
問
題

に
属

し
、
自

然

現
象

あ
る

い
は

「自

然

の
出
来
事

(
　

)
」

と
は

区

別

さ
れ

る

べ
き

こ
と

が
ら
と

し

て
問
わ

れ

る
。

し
か

し

そ
も

そ
も

、
「
道

徳

的
」

あ

る

い
は

「
倫

理

的
」

と
は

ど
う

い
う

こ
と

な

の
か
?

ー

さ
し

あ
た

っ
て
こ

の
こ
と

を
概
観

し

て
お
き

た

い
。

た

と
え

ば
わ
れ

わ

れ
は
通

常

、
あ

る
人

や
人

の
行
為

に

つ
い

て
、
"
道
徳

的

で
あ

る
"

と
か

"道

徳
的

で
な

い

(非

道
徳

的

で
あ
る
)
〃

と
言

う

。

　

　

あ

る

い
は

〃
よ

り
道
徳

的

で
あ

る

・
な

い
"

と
も

。

だ
が

、

そ
う

し

た

い
わ
ば

日
常
的

な

用
法

に
お

け

る

"
道
徳
的

.
非
道

徳

的
〃

と

い
う

こ
と

ば

は
・

〃道

徳

的

に
よ

い

・
わ
る
い

"

と

い
う

こ
と

を
意

味

す

る
で
あ

ろ

う
。
1

し
か

し

そ
の

二

つ
の

こ
と

は
、
本

来

別

の
こ
と

が
ら

で
あ

る
。

換
言

す

れ
ば

、
道

徳
的

・
倫

理

的
な
観

点

と

、
そ

う

し
た
観
点

か
ら
下

さ

れ

う
る
何

ら

か

の
評

価
と

は
別

の
こ
と

で
あ
る
。

カ

ン
ト
も

ま

た
両

者

を

し
ば

し
ば
同

じ
意
味

で
使

う
場

合

も

あ
る

の
だ

が

(
「道

徳

的
」
　

「
道
徳

的

に
よ

い
」

と

い
う

ふ
う

に
)
、
そ

の
二

つ
の

こ
と
を

明
確

に
区
別

し

て
お
く

こ
と
は

、
さ

し
あ

た

っ
て
何

よ
り
重

要

で
あ

ろ
う

。

だ
が

そ
も

そ
も

「
道
徳

的

・
倫
理

的

な
観
点

」

と

は
何

な

の
か
?

あ

る

い
は
、
人

や

そ

の
行
為

を

そ

う
し
た
観

点

か
ら
見

た

り
評
価

し

た
り

の

　

　

　

す
る

と

い
う

こ
と

は
ど

う

い
う

こ
と
な

の
か
?

そ

し

て
ま
た

一
般

に
、

「価

値

判

断
」

あ

る

い
は

「
価

値

」

と
、
人

間

や
そ

の
行
為

と

は
ど

の

よ
う

な
関
係

に

あ
る

の
か
?

　

　

　

　

の

た
と
え
ば

、
ま
ず

は
じ

め

に
人

間

や
そ

の
行
為

が
何

か
ひ

と

つ
の

"事

実

"

と

し
て
あ

り
、

そ
れ

を
不
変

の
因

子

と
し
た

う
え

で
、

そ

の
人

間

や
行
為

が

み
を
筋
合

偽
倫
理

的

な
観

点

か
ら

見
ら

れ

た
り

、
侮

ら

か

の
価

値

観

に

よ

っ
て
評
価

さ
れ

た
り

す

る
の
だ

ろ
う
か
?

比

喩
的

に
言

え

ば

、
人

間

は
ま
ず
基

体

と
し

て
あ

る
圏

域

(例

え
ば

"
自

然
"
)

の
内

に
存

在

し
、
次

に
こ

の
者

が

、
別

の
倫

理
的

な
圏

域

に
出

た

り
入

っ
た

り

し

、
あ

る

い
は
何

ら

か

の
価
値

の
様
相

を
身

に

つ
け

た

り

つ
け
な

か

っ
た

り
す

る

の
だ

ろ
う

か
?

1

し

か
し
、

い
つ
れ

に
せ
よ

そ
の

よ
う

な



　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

場

合

に
は
、

「道

徳

的
」

お

よ
び

「
倫

理

的
」

と

い
う

こ
と

は
、
ま

た

「
価

値

」

と
呼
ば

れ

る
も

の
も

、
人
間

が

そ

の
も

の

と
し

て
あ

る
と

い
う

場

所

に
は
少

く

と
も

関

わ
ら

な

い
こ
と

と
な

ろ
う

。

そ

こ

で
問

題

は
、
人

間

が
そ

の
も

の
と

し

て
あ

る

こ
と

、

つ
ま

り
そ

の

「
自
体
存

在

(
　

)
」

を

、

い

っ
た

い
ど

の
よ
う

な
場
所

で

ど

の
よ
う

な
仕

方

で
確

保

し
う

る
の

か
、

と

い
う

こ
と

に
あ

る
。

そ

し
て

カ

ン
ト

に
お

い
て

「
道
徳

的

」

お
よ

び

「
倫
理

的
」

と

い
う

こ
と

は
、

そ
し

て
そ

れ
ら

へ
の
問

い
は
、
人
間

の
か

か
る
自

体
存

在
1

「
も

の
自

体

(
　

)
」

と

し

て
あ

る
こ
と
ー

と

、

そ

の
人
間

の
行

為

と
を
成

立

さ

せ
る
場
所

に
か
か

わ
る

こ
と

が
ら

で
あ

り
、

問

い

で
あ

っ
た
。

そ

し

て
、
そ

う
し

た
基

体

、

あ

る

い
は
も

の
自
体

と
し

て
の
人
間

は
、

決

し

て
あ
ら

か
じ

め
何

か
実

体
的

に
立

て
ら
れ

う

る
も

の

で
は
な

く

、
後

者

の
こ
と

、
す

な
わ

ち

「
行

為
」

の
成

立

の

「
形

式
」

へ
の
問

い
と
と

も

に
は

じ
め

て
確

立

さ
れ

る

べ
き

こ
と

で
あ

っ
た
。

も

と

よ
り
、
人

間

の
な

す

こ
と
関

わ

る
こ
と
全

て
を
倫

理
的

な

問
題

に
属

す

る
も

の
と

み

る

こ
と
は

で
き

な

い
。

あ

る
い
は

、
道
徳

的

な
観

点

が
唯

一
の
観
点

で
は
な

い

こ
と
は
言

う
ま

で
も

な

い
。

カ

ン
ト

に
お

い
て

「
自

然
」

と

「
倫
理
」

と
は

、
そ

の
意

味

で
異
な

る
観

点

な

の
で
あ

り
、

そ

れ
ら

は
別
個

の
形

式
を

も

つ
論

理
空

間

で
あ
る
。

し

か

し
、

こ

の
自
然

と
倫

理

と

い
う
区
別

は

、

い
わ
ゆ

る

"
自

然
と
人

間
"

と

い

っ
た
、

い

わ
ば

存
在

者

の
領

域
的

な
区
別

で
は
な

い
。
ま
ず

「
自
然

」

と

い
う

こ
と

に

つ
い
て
言

え
ば

、
そ

れ

は
カ

ン
ト

の
場
合

、
あ
れ

こ
れ

の
存
在

者

の

総
体

と

し

て
は
じ

め

に
与

え

ら
れ

る

べ
き

も

の

で
は
な

く

、
「
自

然

法

則
」

と

い
う
論

理

形

式

の
体

系

に
よ

っ
て
は
じ

め
て
開

示

さ
れ

る
ひ
と

つ

の
論

理

空

間

の
名

称

で
あ
る
。

こ

の
空
間

は

そ
れ

ゆ
え

、
"
人

間

的
"

な
事
柄

を

も
そ

の
内
部

に
含

み
う

る
。

つ
ま
り

、

い
わ

ゆ

る

"
自

然
界
"

の

み
な

ら
ず

、
"
人

間
界
"

の

こ
と

が
ら

も
ま

た

、
自

然

現

象

に
対

し

て
適

用

さ

れ

る
の
と

同
じ
論

理

形

式

(法
則

)

に
よ

っ
て
説

明

し
理
解

す

る

こ
と
は
無
論

可
能

で
あ

る
し
、
ま

た

そ
れ

は

一
方

で

つ
ね

に
な

さ
れ

て

い
る

こ
と

で
も
あ

る
。

し

か
し

一
般

に
、
問

い
の
地

平

の
相
異

や

"
観
点

の
多
様

性
"

と

い
う

こ
と

は
、

た
と

え
ば

ひ
と

つ
の
立

体

が

い
く

つ
か

の
面

を
も

っ
て
い
る

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

と

い

っ
た

こ
と

で
は
な

い
だ

ろ
う
。

あ

る

ひ
と

つ
の
問

い
が
発

せ
ら

れ

る
地
平

と
、
問

い
か
け
ら

れ

て

い
る

こ
と
が
ら

が
存

す

る
地

平

と
は
同

一

　

　

　

　

　

の
地
平

を

な
す

と
思
わ

れ

る
。

そ
し

て

「
倫

理
的
」

と

い
う

こ
と

は
本
来

、
人
間

の
な
す

こ
と

、
即

ち

「
行
為
」

の
ひ
と

つ
の
側

面

に
か

か
わ

る



こ
と
な

の

で
は
な
く

、
む

し

ろ
、

そ
れ
が

及

び
う

る

の
と
同

じ
射
程

を

も

つ
こ
と

が
ら

で

あ
り
、

そ
れ
故

ま

た
、

そ
の
行
為

の
成

立

に
不

可
分

に

か

か
わ

る
地
平

な

の
で

は
な

い
か
。

行
為

と

そ

の
主

体

　

　

　

　

つ
ま

り
、
人

間

が

な
す

こ
と

と
し

て

の
行

為

は
、

「自

然
」

の
論

理

形

式

に
よ

っ
て
解

さ
れ
説

明
さ

れ

る
よ
う

な
単

に
自

然

的

な
出

来

事

や
現

象

で
は

な

い
で
あ

ろ
う

し
、

し
た

が

っ
て
人
間

そ

れ
自
身

の
方

も

ま

た
、

そ

の
よ

う
な
出

来

事

の

一
環

で
は
な
く

、
そ

の
行
為

の

い
わ

ゆ
る

「主

体
」

で
も

な

く

て
は
な

ら
な

い
。

　

　

　

　

行
為

は

、
そ
れ

が
お

よ

そ
行

為

で
あ

る
限

り

、
誰

か

に
よ

っ
て
な
さ

れ

た
も

の

で
あ
り

、

つ
ま
り

、

そ
の
主
体

を
も

つ
。
換

言

す
れ

ば

、
あ

る

行

為

が

ひ
と

つ
の

「
結

果

・
実

現

(
　

)

」

で
あ

る
と

す

れ
ば

、

そ
れ

を
生
起

せ
し

め
た
者

、
即

ち

そ
の

「
原

因
」

が

い
な
く

て
は
な
ら

　

　

な

い
。
1

し

か
し

そ
も

そ
も

、
"
そ

れ
を

生

起

せ

し

め

た

も

の

、
即

ち

そ

の
原

因

は

誰

な

の

か

(
　

)

?
"

と

問

う

こ
と
と

"
何

な

の

か

　

　

　

　

　

　

　

　

(
　

)
?

"

と
問

う

こ
と
と
は

、
ど

こ

で
ど

の
よ
う

に
区

別

さ
れ

う

る
の

か
。

つ
ま

り

、
そ

の
原

因

は

(
カ

ン
ト

の

用

語

に

よ
れ
ば
)

「
人
格

(
　

)
」
な

の
か

そ
れ

と
も

「物

件

(
　

)
」
な

の
か
は

ど
う

区
別

で
き

る
の

か
。

つ
ま
り

ま

た
、

そ

の
結
果

の
生
成

は
、
単

に

"
主
語
"

　

　

　

　

　

に
す
ぎ

な

い
よ
う
な
も

の

(
物
)

に
よ

っ
て
引

き
起

こ
さ
れ

た

「出

来
事

」

に
す

ぎ
な

い
の
か

、
そ
れ

と
も

そ
れ
似
上

に
、
　

(人

格
的
)

の

な

"
主
体
"

に
よ

っ
て
実

現

さ
れ
た

「
行

為
」

な

の
か

と

い
う

こ
と

は

、
ど

の
よ

う
な

か

た
ち

に
よ

っ
て
分

け

る

こ
と

が

で
き

る

の
だ

ろ
う
か

?

そ

こ
で

こ
の

こ
と
を

、
〈
あ

る
も

の
が
何

か

を
な

す
〉

と

い
う

〈
主
ー

述

〉

の
形

式

に
お

い
て
考

察

し

た

い
。

つ
ま
り

、
〈
S
が

P
を

な
す
〉

と

い
う
形
式

を

、
出

来

事

お
よ

び
行
為

の

一
般
的

記
述

形

式

と
し

て
、
と

り

あ
え
ず

こ
こ

で
設

定
す

る

。

　

　

　

　

　

　

　

で
は
、

こ
の

こ
と
を
主

体

と
そ

の
行
為

の
問
題

と

し

て
と
ら

え

、
そ

れ
を

あ
く

ま

で
単

な

る
現

象

や
出
来

事

と
は
区

別
さ

れ

る
よ
う

な
行
為

と

　

　

　

　

　

　

　

し

て
、

つ
ま

り
、
人

間

の
な

す

こ
と
と

し

て
の

「倫

理
」

に
関

わ

る
事
柄

と
し

て
問

い
う

る
た

め

に
は

、
何

が

な
く

て
は
な

ら
な

い
の
か
。

つ
ま

●

●
㈲

り
、
〈
S
が

P

(何

か
)

を

な
す
〉

と

い
う

こ
と

に

お

い
て
、
〈
何

か
を

な

す
〉

と

い
う

こ
と
が
何

を

な
す

こ
と

と
し

て
問
わ

れ
れ

ば

、
そ
れ

が
倫



コ

　

理
的
ー

行
為

と

な
り

、
そ

し

て

〈
S
が

〉

と

い
う

こ
と

が
誰

が
そ

れ
を

な

す

な
ら

ば
、

そ
れ

が
倫

理

的

11

主

体

と
な

る

の
か
。

あ

る

い
は
、
〈
S

り

　

　

　

　

　

　

　
く

が

P
を
な

す
〉

と

い
う

こ
と
が

い
か
な

る
仕

方

で
な

さ
れ

る
な

ら

ば

、

つ
ま
り

そ

の
全

体

が
ど

の
よ

う
な

形
式

を
も

つ
な
ら

ば

、
そ
れ

が
倫

理
的

ー

行
為

と
呼

び

う
る
も

の
と
な

る

の
か

(
既
述

し
た

よ
う

に
、
「
倫

理
的

」

と

い
う

こ
と

は
、

「倫

理
的

に
よ

い
」

と

い
う

こ
と

と
は
別

の

こ
と

で

あ

る
)。

　

　

し

か
し

こ

こ
で
は
、

こ

の

こ
と

を
も

っ
ぱ

ら
行
為

の
主
体

と

い
う

こ
と

に
限

っ
て
考
察

す

る
。
1

ま
ず

、

こ

の

〈
S
が

P
を

な
す
〉

と

い
う

形

式

で
言

い
表

わ
さ
れ

る
事
態

を

、
単

な

る
出

来

事

と
区

別
さ

れ

う

る
よ
う

な

「
行
為
」

の
問
題

と

す

る
た

め
に
、

は
じ
め

に

こ
の
主
語

〈
S
>

　

　

を

"
人

間
"

と
前
提

し

て

お
《
わ

け

に
は

ゆ
か
な

い
。

と

い
う

の
も

そ

の
場
合

、

い
か
な

る
規
準

に
よ

っ
て
人
間

と

そ
う

で
な

い
も

の
と
を
分

け

る

の
か
、

あ
る

い
は
そ
も

そ
も

人
間

と

は
何

な

の
か

と

い
う

こ
と

は
、
ど

こ
か
別

の
場

所

で
前
提

さ

れ

て

い
な

け
れ
ば

な
ら

な

い
だ

ろ
う
し

、
従

　

　

　

　

サ

　

　

　

　

　

っ
て
、

こ
こ
で
問

わ
れ

て

い
る
行
為

の
形

式

の
内
部

に
入

っ
て

こ
な

い
か
ら

で
あ

る
。

こ
こ

で
問

わ

れ

て

い
る
こ
と

は
行
為

の
主
体

と

し

て
の
人

　間

の
規
定

で
あ
り

、
そ

し

て
行

為

と
そ

の
主
体

と

は
別

々
の
場
所

で
決

め

る

こ
と
は

で
き

な

い
だ

ろ

う
か

ら

で
あ
る
。

ま
ず

、
〈
S
が

P
を
な

す
〉

と

い
う

こ
と

は
、
む

ろ
ん

単

な

る
出

来

事

の
記

述

で
あ

り
う

る

(例

え
ば

"太

陽

が

石

を

暖

め

る
"
。

そ
れ

は
、

　

　

　

"
太
陽

が
顔

を
隠

す
"

と

い

っ
た

、

い
わ
ゆ

る
擬
人

的

な
記

述

の
場
合

も

同

様
)。
ー

次

に
、

た
と

え

〈
S
>

が
人

間

で
あ

っ
た

と
し

て
も

、
そ

　

　

　

　

　

　

　

　

　

ロ

　

　

　

　

　

　

　

の

"
人
間

"

は
、

そ

こ
で
記
述

さ

れ
た
現

象

や
出
来

事

の
主

語

、
あ

る

い
は
　

、
即

ち
動

作

や
所

作

の
主

語

で
は
あ

っ
て
も

、

そ

れ

　

　

　

　

　

　

　

　

以
上

に
、
行
為

の
人
格

的

主
体

と
呼

び
分

け

る
理

由

は

な

い
か
も

し

れ
な

い

(
例

え

ば

"
あ

る
男

が

手

を
上

げ

る
"
。

そ
し

て
、

こ

の
動

作
を

な

し

て

い
る
限

り

で
の
男

は
、
あ

る
場
合

に
は

"
人
間

の
姿

を

し

た

ロ
ボ

ッ
ト
"

か
も

知

れ

な

い
。

つ
ま

り

か
か

る
場

合

、
単

に

"
擬

人
的
"

か
そ

　

　

　

　

　

う

で
な

い
か

を
分
け

る
徴

表

は
な

い
わ

け

で
あ

る
)。
1

さ
ら

に
こ

の
こ

と
は
む

ろ

ん
、

〈
S
>

が
人

称
代

名
詞

で
あ

っ
て
も

同

様

で
あ

る
。

そ

　

　

　

　

　

　

　

し

て
そ
れ

は

、
「
わ

た
し
」

と

い
う

、
あ

る
唯

一
の
特

権

を
も

つ
と

さ
れ

る
人
称

の
場

合

も
同

様

で
あ

ろ
う

(
例

え
ば
、

"彼

が
手

を

上
げ

る
"

と

　

　

　

　

　

い
う

こ
と

と

"私

が
手

を
上

げ

る
"

と

い
う

こ
と

は
、

い
つ

れ
も

同

じ
確
実

性

を
も

つ
こ
と

が
ら

で
あ

ろ
う

)。
　

　

　

　

　

　

　

　

　

つ
ま
り

こ
う

し
た

問
題

は
、
単

に
主

体

と

そ
の
行

為

と

の
関

係

の
問

題

に
と
ど

ま
ら
ず

、

よ
り

一
般

的

に
、
主
語

S

と
述

語

P
と

の
関
係

の
問



題

で
あ

り
・

と
く

に
・
主

語

を
・
述

語

と

の
関

係

と
は
別

の
と

こ
ろ

で
そ

れ
自

身

「
実
体

」
的

に
措

定

し
う

る

の
か
ど
う

か
と

い
う
問

題

で
あ

ろ

う

そ
し

て

こ
の
点

に
関

す
る

カ

ン
ト

の
基

本
的

な
把

握

は
主
語

S
述
語

P
に
よ
っ
て

、
あ
る
い
は
述
語

P
と
の
関
係
に
お

い
て
は

じ
め
て
規
定
さ
れ
限
定
さ
れ
る
、

と

い
う

こ
と

で
あ

っ
た

と
思

わ
れ

る
。
つ

ま
り

こ
の

こ
と
は
、

そ

の
主
語

に
あ

た

る
も

の

が

「認

識

(
経
験
)

ロ

の
対

象
」

で
あ
る
場
合

も
。
「恵

惟

の
　

(
主

観
)
」

で
あ
る
場
合

も

、
そ

し

て
ま

た

「
行
為

の
　

(主

体
)
」

で
あ

る
場
合

に
も

、

い
つ
れ

も

一
貫

し

て

い
た
と
解

さ

れ
う

る

の

で
あ

る
。

そ
れ

ゆ
え

、
行
為

が

一
般
的

に

〈
S

が
P
を

な

す
〉

と

い
う

形
式

を

と

る
と
す

れ
ば

、

こ
の
形

式

の
外

部

で
、
即

ち

〈
P
を

な
す
〉

と

い

う

こ
と
と
切

り
離

し

て
は
・
主

語

s
を

あ
ら

か
じ

め

「
行
為

の
主

体
」

と
し

て
確

保
し

て

お
く

こ
と

は

で
き

な

い
の

で
は
な

い
か
。

つ
ま
り

そ
れ　

は
、

S
と

P
と

の
関
係

の

い
わ
ば
論

理
的

形

式

に
お

い
て
は
じ

め

て
決

ま

る

の
で
は

な

い
か
。

つ
ま

り
行
為

の
主
体

は
、
そ

れ
が

な
す
行

為

の
何

で
あ
る
か

と

い
う

こ
と
を
、

あ

る

い
は
そ

の
行
為

を

な
す
仕

方

の
如
何
に

と

い
う

こ
と
を

根
源

的

に
決

め

る
地
平

の
成

立

に
よ

っ
て
、
は

じ
め

て

行
為

の
主
体

と

し

て
限
定

さ
れ

る

の

で
あ
る
と

思
わ

れ

る
。

二

出

来

事

の

形

式

カ

ン
ト
は

「倫

理

的

」

な
問

い
の
地

平

を
開

示
す

る

に
あ

た

っ
て
、
「
出

来

事
」

と

「
行
為

」

と
を

区
別

す

る
規

準

を
問
う

て

い
る
。

こ
の
区

　

　

　

　

別

は

〃
自
然

の
現
象
"

と

〃人

間

の
な

す

こ
と
"

と

い
う
相

異

と

し

て
、
一
見

自

明

で
あ

る
よ

う

に
み
え

る
。
だ

が
そ

う
し

た
相
異

は
帰

結

で
あ

っ
て
出
発
点
で
は
な
い

。

つ
ま
り

そ
れ

は

、
そ

れ
ら

が
そ

れ

ぞ
れ

ど

の
よ

う
な

か
た

ち

に
お

い
て
生
起

す

る

の
か
と

い
う
、

そ

の

「
形
式

」

を
問

う

こ
と

に
よ

っ
て

の
み
区
別

し

う
る

こ
と

で
あ

る
。

そ
う

し

た
形
式

へ
の
問

い
は
、

カ

ン
ト

に
よ
れ

ば

「先

験

的
」

あ
る

い
は

「
形
而
上

学
的

」

な
問

い
で
あ
り

、
そ

し

て
、
そ

の
論
理

的
形

式

が
定

ま

っ
て
後

に
は

じ
め

て

、
そ

れ
が
自

然

の
現
象

や
人

間

の
行
為

と
し

て
語

り
う

る
も

の
と

な

る
の

で
あ
る
。

そ

こ

で
こ

の
節

で
は
ま
ず

、
出
来

事

の
論

理

的
形

式

で
あ

る

「自
然

因
果

性
」

を
中

心

に
検
討

す

る
。



『
純
粋

理
性

批
判
』

「
弁

証
論
」

の

「
二
律

背
反

論
」

で
は
次

の
よ

う

に
述

べ
ら

れ

て

い
る
。

「
現
象

に
お

け

る
原

因

の
う

ち

に
は
、

あ

る
系

列

を
端

的

に

み
ず

か
ら
開

始

で
き

る
よ

う
な
も

の
の
な

い
こ
と
は
確
実

で
あ

る
。
現
象

と
し

て

の
す

べ
て

の
作
用

は

、
そ

れ
が

あ
る
出

来
事

を
生

ぜ

し

め
る

か
ぎ

り

、
そ

れ
自
身

、

そ

こ
に
原
因

の
見

い
だ
さ

れ
る

よ
う
な

あ

る
他

の
状

態

を
前

提

す

る

と

こ
ろ

の
出
来

事

(
　

で
あ

る
。

か
く

し

て
、
生
起

す

る
す

べ
て
は
た
だ

系
列

の
進
行

に
す
ぎ
ず

、
自

ら

生

ず

る
よ

う
な
始

ま
り

の
ご
と
き

は

そ

こ
に
は

な

い
。

そ
れ

ゆ
え

、
時
間

の
経
過

に
お
け

る
自
然

原
因

の
す

べ
て
の
作
用

は

、

そ
れ
自
身

再

び
結

ω

果

で
あ
り

、
そ

れ
ら

の
原
因

は
同

じ
く

時
間

系
列

の
う
ち

に
前

提

さ
れ

て

い
る

の

で
あ
る
凶

こ
こ

に

「
出

来

事
」

の
形

式

(
自
然

因
果
性

)

が
概

括

さ
れ

て

い
る

。
以

下

、
「
分

析

論
」

の

「
原

則
論
」

な

ど

か
ら
も
補

足

し

つ
つ
、
整

理

し

て
み
よ

う
。

り

　

の

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

の

の

　

ω

出

来
事

と
は
、

現
象

か
ら

現
象

へ
、
出

来

事

か
ら
出

来

事

へ
と

い
う

経
過

で
あ

る

。

　

　

　

　

　

・
し

か
し

、
そ
れ

は
諸

事
実

の
不
定

で
か

た
ち
な

き
流

れ

な

の

で
は
な

く

、
ひ

と

つ
の
出

来

事

と
し

て
生
起

す

る
か
ぎ

り
、

あ

る
形

式

を
も

っ
て

い
る
。

㈹

す

な
わ

ち
、

あ

る
出

来

事

N

は
、

そ
れ

に
先
行

す

る
他

の
出
来

事

M

に
よ

っ
て
引
き
起

こ
さ

れ
る
。

つ
ま

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

り

、
〈
原
因

M
↓

結

果

N
>

と

い
う
開

係
形

式

を
も

つ
。

そ

し
て

こ

の
原

因

M
も

、
そ

れ
自

身

が
ま

た
出

来

事

で

あ

る
か

ぎ
り

、
別

の
出

来

事

L

の
結

果

で
あ

る
。

つ
ま

り

一
連

の
出

来

事

〈
L
↓

M
↓

N
>

は
、

〈
原
因

L
↓

結

果

M
>
〈
原

因

M
↓

結

果

N
>

と

い
う
関

係

形

式

を
も

っ
て
い
る
。

し

た
が

っ
て
あ

る
出

来

事

〈
M
>

は
、
そ

れ

　

　

　

　

が
原

因

で
あ

る
場
合

と
結

果

で

あ

る
場

合

と

で
は
、
そ

の
関
係

形
式

の
布
置

に
よ

っ
て
当
然

そ
の
意
味

も
異

な

る
。

　

　

つ
ま

り
原

因
と
結

果

の
関

係

は

、

(因

と
果

と

い
う
)

ひ
と

つ
の
落
差

を

も

っ
た
、

そ
し

て
そ

の

つ
ど
完

結

し

た

関
係

で

あ
る
。

そ

れ
は
単

に
水

平

的

な
連

鎖

を
形
成

し

て

ゆ
く

の
で

は
な

い
。

カ

ン
ト

の
こ
と
ば

に
よ
れ

ば
、

そ

れ
は

「
同
種

の
も

の

の
数

学
的

関

係
」

で
は

な
く

、
「
異
種

的

な
も

の

の
力
学
的

関
係
」

で
あ

る
。



の

卸

し

か
し

こ

の
原

因
も

結
果

も

、
と
も

に
出

来
事

と

し

て
す

べ
て

「
時

間
経

過

の

う
ち

に
」

あ
る
。

し
か

も
、
結

果

は
決

し

て
原

因

に
は
先

の

　

　

の

ひ

の

　

　

の

行

し
な

い
。

つ
ま

り

、

そ
の
順
序

(先

後
関

係
)

の
不
可

逆
性

と

い
う

「
時

間

系
列

の
う

ち

に
」

あ

る
。

つ
ま

り
出
来

事

は
、

そ
れ

が
原
因

で
あ

れ
結
果

で
あ
れ

、

つ
ね

に
同

時

に
時
間
形
式
の
も
と
に
立
つ

。

そ

れ

ゆ
え

、

そ

の

つ
ど
落
差

を
も

ち
完
結

し
た
因
果
関

係
も

、
時

間

〈
噴
↓

覧
↓

　

ほ

　

の

　

　

の

　

　

ロ

の

　

　

の

サ

　

　

り

の

　

　

　

臨
〉

と

い
う
地
平

上

の
出
来

事

と
し

て
、

そ

の
か
ぎ

り

で
同
種

の
も

の

の
継

起

と

し

て
水

平
化

さ
れ

相
対

化

さ
れ

る

こ
と

と
な

る
。

以
下

「時

間
」

と

い
う
も

の
が
、
出

来
事

と
行

為

を
、

し

た
が

っ
て
ま

た

"
二

つ
の
因

果
性
"

(自

然

因

果
性

と
自

由

の
因

果

性
)

を
分

か

つ

　

　

ミ

重
要

な
規
準

と
な

る
。
そ

こ

で
ひ
と

つ
の
確

認

を

し

て
お
き

た

い
。

つ
ま

り
出

来
事

と
時

間

と

の
関

係

で
あ

る
が
、
時

間

と
は

、

い
わ
ば

そ

の
中

を
諸

事
実

や
出
来

事

が
流

れ

て
ゆ
く

よ
う

な
川

の

よ
う

に
あ

る

の

で
は
な

く

、
そ

の
現
象

や
出

来
事

と

一
体

の
も

の
と
し

て

、

つ
ま

り

そ
の
出
来

事

の
生
起

の
ひ
と

つ
の
か
た

ち
と

し
て

あ
る
も

の
で
あ

る
。

そ

し

て

こ
の
時
間

の

"
流

れ

の
か
た

ち
"

は

、
カ

ン
ト

に
よ
れ
ば

「
カ

テ
ゴ

リ

i
」

な

し

で
は
決
ま

ら
な

い
。

と
く

に
通
常

"時

間

の
性

質
"

と
呼

ば

れ

る
持
続

性

、
前

後
関

係

、
同
時

性

な
ど

は

そ
れ
ぞ
れ

、
実
体

性

、
因

果
性

、

相
互

性

の
カ

テ
ゴ

リ
ー

と
と
も

に
規
定

さ
れ

る

の
で
あ

る
。

そ

し

て
、

こ

の
よ
う

に
し

て

「
時
間
系

列
」

あ
る

い
は
時
間
地

平

が
形

成

さ
れ

る

の

で
あ

る
。

し
た

が

っ
て
言

う

ま

で
も

な

い
こ
と
だ

が

、
出
来

事

に
そ

の
か

た
ち
を

与

え

る
も

の
は

、
単

に
因
果

性

だ
け

で
は
な

く
、

カ

テ
ゴ

リ

ー
全
体

で

あ

る
。

つ
ま

り
、
"
カ

テ
ゴ

リ
ー
十
時

間
"

と

し

て
の

「
先

験

的

原

則
」

の
体

系
全

体

が
出

来

事

の
形

式

な

の
で
あ

っ
て
、
因

果
性

は
そ

の
代
表

的

な

一
例

な

の

で
あ
る
。

な

か

で
も

特

に

「
実

体
性

」

の
原

則

は

、

カ

ン
ト
は

こ

の
行

為
論

の
箇

所

で
は
表

立

っ
て
論

じ

て
は

い
な

い
が
、

因
果

ω

性

と
並

ん

で
重

要
な

意
味

を
も

つ
こ
と

に
な

る
。

と

い
う

の
も

、

そ
れ

は

"
行
為

の
主

体
性

"

と

い
う
問
題

に
か
か
わ

っ
て
く

る
か
ら

で
あ

る
。

し
か

し
、
出

来
事

の
形

式
と

し

て
の

カ

ン
ト

の
実

体
性

は
、
時
間

〈
　

〉
に
お
い
て
持
続
す
る
も
の
の
量
的
同
一
性

を

意
味

す

る
。

こ
の
実

体

は

カ

ン
ト
が
と

く

に

「
現
象

的
実

体
」

と

呼

ぶ
も

の

で
あ
り

、

そ

れ
は

、
時

間

の
、

そ
し

て
ま

た
空
間

の
形

式

の
も

と

に
与

え
ら
れ

う

る

「
経

験

の
対

象
」

の
持
続

性

で
あ

り
、

同

一
性

で
あ

る
。



以
上

は
基
本

的

に
は

「
原

則
論
」

に
述

べ
ら
れ

て

い
る

こ
と

で
は
あ

る
が

、

そ
う

し
た
出

来
事

の
形

式

を
確
認

し

て
お
く

こ
と

は

、
自

然

と
自

由

の

「
二
律
背

反
論

」

に
入

っ
て
、

そ
れ
を

行
為

の
形

式

と
区

別

し

て
ゆ
く

た

め

に
ひ
と

つ
の
視

点

を
与

え

て
く
れ

る
こ
と

と
な

る
。
1

つ
ま

り
わ

れ
わ

れ
は

し
ば

し
ば

、
何

か
次

の
よ
う

な
図

式

を

た
て

て
し
ま

う

の

で
は

な

い
か
。

す
な

わ
ち

、
ま
ず

"
行
為

の
主
体
"

な
る
も

の
を
現
象

的

な
実

体

と
し

て
　

(対

象
的

・
客

観
的
)

に
措

定

し
、

そ

し

て
次

に
、

一
方

で
は

こ
の
も

の
の

"
内

部
"

に

"
心

的

な
"

過

程

を

(例

え
ば

"
動
機
"

と
し

て
)
、
そ

し

て
他
方

で
は

こ

の
も

の
の

"
外
的

な
"
、

つ
ま

り
　

(物

体
的

.
身

体
的
)

な
運
動

あ

る

い
は
行

動

と

い

っ
た
も

の
を
設

定

す

る
。
そ

し

て

「
行
為

」
と

い
う

こ
と

を

一
般

に
後
者

の
こ

と
、
す
な

わ

ち
、
何

か
　

に
観
察

さ

れ
う

る
　

　

　

　

　

(
ふ
る
ま

い
、

動
作

、
行

動
)

と

い

っ
た

こ
と

と
し

て
問

題

に
す

る

と

い
う
ふ
う

に
。

「
わ
れ

わ

れ
が
も

っ
ぱ

ら
観
察

す

る
場

合

に

は
、

わ

れ

わ
れ

は
や

は
り
人
間

を

か
か

る
経
験

的

な
性
格

に
関

し

て
の

み
考
察

す

る

の

で
あ
り

、
人
間

学

に

お

い
て
な

さ
れ
る

よ
う

に
、
人

間

の
行
為

の

　

コ

　

動

因

を
自

然

学

的

に
探

求

し
よ

う
と

す
る

の

で
あ
る
」
。

つ
ま

り

こ

の
場

合

の
行
為

の
主
体

と

は
、

た

と
え

そ
れ
が

「
わ

た
し
」

と

い
う
名

の

　

　

　

で
呼
ば

れ
た

と
し

て
も
ー

む

し

ろ
客
体

あ

る

い
は
対
象

と
し

て
、
し

か
も

「
経
験

的

対
象

」

と
し

て
措
定

さ

れ

て
い
る
と

い
え

よ
う

。
し

た
が

っ
て
、
「
か

か
る
主
体

は
、
現

象

と
し

て
、
因

果
結

合

の
法

則

の
規
定

に
従

い
、
…
…

そ

し

て
か
れ

の
す

べ
て
の
行
為

は
、
自

然

法

則

に

よ

っ
て

ゆ

説

明

さ
れ
ざ

る
を

得
な

い
で
あ

ろ
う
凶

む

ろ
ん
人

間

の
行
為

は

、

い
わ
ゆ

る
物
理

現
象

を
説

明

す

る
よ

う

に
は
単

純

に
説

明

さ
れ

る
わ

け

で
は
な

い
。

し
か
し

、
そ

れ
が
例

え
ば

「人

間

学
」

的

な
仕
方

で
な
さ

れ

る
と
し

て
も

、
カ

ン
ト
に

よ
れ
ば

そ
れ

は

「
自

然

学

の
第

二
部
門
」

で
あ

っ
て
、
そ

の
根

本
的

な
論

理
形

式

は

「
自

然

法

則
」

と

い
う

こ
と

に
な

ろ
う
。

問
題

は
、
行

為

と

そ

の
主

体

と

を
ど

の
よ
う

な
場
所

で
、

そ
し

て
ど

の
よ
う

な
形
式

で
と

ら

え
る
か

と

い
う

こ
と
に

あ
る
。
1

つ
ま

り

、
あ

る

こ
と

が
ら

が

、
た

と
え

そ
れ

が

"
自

ら
動

く
も

の
"

の

"
行

動
"

や

"人

間

の
行
為
"

と

呼
ば

れ
た

と
し

て

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

の

　

　

　

　

も

、
も

し
、

そ
の
行

動

や
行
為

を
そ

れ

と
し

て
第

一
次
的

に
措

定

し

と
ら

え

る
仕
方

が

、
時
空

の
地
平

上

で
生

起

す

る
こ
と

が
ら

の
実

体
性

や
因

果
性

と

し

て
、
結
局

は
経

験
的

・
対
象
的

に
と
ら

え
ら

れ

て

い
る

と
す

れ
ば

、

そ
う

し
た

"
行
為

"
も

、

そ

の
基
礎

的

な
成

立

に
関

し

て
は

「
出

ゆ

来
事

」

の
形
式

に
も

と

つ
く

の

で
あ

り

、
し

た
が

っ
て

「
自

然
」

の
論
理

形

式

に
属

す

る

こ
と

に
な

る

と

い
え

よ
う
。



三

行

為

の

形

式

で
は
、
出

来

事

と

は

そ
の
成

立

の
仕

方

が
異

な

る

と
こ

ろ

の

「
行

為

」

と

は

、

い
か

な

る
形

式
を

も

つ
の
か
?

カ

ン
ト
は

そ
れ
を

、
「
自

然

の
因
果
性

」

と
区
別

し

て

「自

由

の
因

果
性
」

と
呼

ぶ
。

で
は

こ

の
自
由

の
因
果
性

と

は
ど

の
よ
う

な
形
式

な

の
か
。

カ

ン
ト
は

ま
ず
次

の
よ

う

に
問

い
を
起

こ
す
。

す

な
わ

ち
、
「
一
方

で
は
単

な

る
自

然

の
結

果

で
あ

る
そ

ω

の
同

じ
出

来

事
を

、

そ
れ

に
も

か

か
わ

ら
ず
他

方

で

は
自
由

か
ら

の
結
果

と
見

る
こ
と

の
可
能

性
」

と

し

て

問

う

の

で
あ
る
。

つ
ま
り

ま
ず

出
来

事

M

を
、

一
方

で
は

L

の
結

果

と
し

て
、
他
方

で
は
W

の
結
果

と

し

て
、

二

つ
の
観

点

か
ら

見

る

こ
と

の
可
能

性

が
問

わ
れ

る

(
こ

の

二

つ
の
観

点

と
は

、
「
自

然

と

自

由
」

ひ
い

て

は

「
自
然

と
倫

理
」

と

い
う
観

点

を
意
味

す

る
こ
と

に
な

る
)。
L
↓

M
↓

N
と

い
う
時
間
軸

上

の
水

平
方

向

の
関

係
形

式

が
自

然
因

果
性

で
あ

る

こ
と

は
す

で
に
見

た

が
、

こ
の
W
↓

M
↓

N
と

い
う

「
出

来
事

の
系

列

㈲

を
自

ら
開

始

す

る
因
果

性
」

が

(
ひ
と

ま
ず
)

自

由

の
因
果
性

と
さ

れ
る
。

つ
ま

り
問

題

は
、
図

に
お

い

て
垂

直
方

向

か
ら

働

き
か

け
る
新

し

い
原
因

W

に
あ
る

わ
け

で
あ

り
、

こ

の

原

因

が
出

来
事

か

ら
行
為

を
区

別

し
、
行

為

た
ら

し

め
る

わ
け

で
あ

る
。

整

理

し

て
み
よ

う
。

　
ま
ず

、

こ
の
行
為

の
原

因

で
あ

る

W
は

、
「
理
性

」

あ

る

い
は

と
く

に

「意

志
」

と

呼
ば

れ

る
も

の

で
あ

る
。

　

　

　
行

為

は
、
出

来
事

(現

象
)

で
は
な

い
も

の

か
ら
出

来

事

へ
と

い
う

仕
方

で
生

起

す

る
こ
と

で
あ
る
。

つ
ま
り

そ

の
原

因

で
あ

る
W

は
、

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

そ
れ
自
身
は
出
来
事
あ
る
い
は
現
象
で
は
な
い
。

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
そ
し

て
、

そ

の
原

因

W
は
出

来
事

で
は
な

い
の
だ

か
ら

、

あ

る
他

の
出

来

事

の
結
果

で
あ

る
と

い
う

こ
と

は
な
く

、

つ
ね

に
原
因

で
あ
る
。

そ

れ

は

「
お

の
ず

か
ら

(〈
　

)
始

ま

る
」

の

で
あ

り
、

「
端

的
な

始

原

(
　

)
」

で
あ

る
。



ゆ

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
く

㈲

し

た
が

っ
て
そ

の
原
因

W
は

「時

間
条

件

の
下

に
は
属

さ

な

い
」
。

つ
ま

り
時
間

地

平

(同

様

に
空
間

地
平
)

上

に
は

な

い
。

と

こ
ろ

で
カ

ン
ト
は

行
為

の
問
題

を

、

そ
し

て
そ

の
形
式

で
あ

る
自
由

を

考
察

し

て
ゆ
く

に
あ

た

っ
て
、
な
ぜ
先

の
図

の
よ
う

な
構

図

で
問

い

を

始

め
た

の
か
?

ω

そ
も

そ
も

"
「
同

じ
出

来

事

」

を
、

二

つ
の
異

な

る
因

果

性

の
結

果

と
し

て
見

る

こ
と

の
可
能
性

"

と

は
何
を
意

味

し

て

い
る

の
か
。

こ
こ

に
は
、

一
般
的

に
言

っ
て
、

"
あ

る
同

一
の
も

の
を
異

な

る
観

点

か
ら
見

る
4

と

い
う
場

合

の
、

"同

一
の
"

と

い
う

こ
と

に

伴

う

あ
る
曖
昧

さ

が
あ

る

の

で
は

な

い
か
?
o

そ
し

て
そ

の

こ
と

と
並

行

し

て
、

カ

ン
ト

は

「
行

為
」

と

い
う

こ
と
を

一
方

で
は
何

か
出
来

事

の
地
平

で
、

つ
ま
り

は
現

象
世
界

に
お

け
る
あ

る
変
易

の
生
起

と

い

っ
た

こ
と
と
し

て
と
ら
え

て

い
る

よ
う

に
み
え

る
。

つ
ま

り
、
先

の
図

の

　

コ

　

　

　

　

　

〈
M
>

と

い
う
と

こ

ろ

で
行
為

が

な
さ

れ

た

こ
と

と
考

え

て

い
る

よ
う

に

み
え

る
。
と

す

る
と

、
そ

の
成
立

は
あ

く
ま

で

「
変

易

す

る
も

の
の
法

則

」

で
あ

る
出

来

事

の
形

式

に
よ
る
他

な

い
の
で
は

な

い
か
?

㈲

つ
ま

る
と

こ
ろ
そ

れ
は

、
"
目

に
見

え

る
、

あ
る

い
は
　

に
観

ロ

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

察

さ

れ
う

る
身

体
的

な

行
為

"
と

、
"
目

に
見

え

ぬ
、

あ

る

い
は

0
9
①
臣

く

に
は

観

察

さ
れ

得

ぬ
そ

の
心
理
的

な
原
因

や
動

機

〃

と

い

っ
た
図

式

に
帰
着

し

て
し
ま

う

の

で
は
な

い
か
?

し

か
も

カ

ン
ト

は
行
為

の
原
因

を

、
即

ち

、
行
為

が

そ

こ
か
ら

な
さ

れ
る

と

い
う

そ

の
始

ま

り

の
場

所

を

、

「理

性

(知

性
)

や
意
志
」

と

い
う
心
的

「
能

力
」

に
帰

し

て

い
る

で
は
な

い
か

。

ω

の
問
題

は
、

「自

然
」

と

「
自
由

」

(
倫
理

)

と

い
う

二

つ
の
観

点

が
矛
盾

す
る

こ
と

な
く
両

立

し
な

け
れ
ば

な
ら

な

い
と

い
う
、

カ

ン
ト

の

問

題
提
起

に
由

来

す
る

。

こ
の

こ
と
に

つ
い
て
は

、
次
節

「
四
」

の

「
限

界

づ

け
」

と

い
う

こ
と

に
関

わ

る
問
題

で
あ

る
。
　

に
関

し

て
は

、

そ
の
点

で
た
し
か

に
カ

ン
ト

は

「
行

為
」

と

い
う
言

葉

あ

る

い
は
概
念

を

、

十
分

に
彫
琢

し

て

い
る
と
は

い
え

な

い
。

し
か

し
そ

の

こ
と
は

、
カ

ン
ト

の
意

図

に
沿

っ
て
行
為

を

出
来

事

か
ら
区

別

す

る
と

い
う

こ
の
小
論

の
基

本

的
な
構

造

に

は
抵

触

し

な

い
。

そ

こ
で
、

そ
う

し
た

問
題
点

を
念

頭

に
入
れ

つ
つ
、

カ

ン
ト

の
問

題
意

識

に
沿

っ
て
、
最

後

の
　

の
と

こ
ろ

か
ら
考

え
て

ゆ

こ
う
。

　

　

　

　

　

の

　

"
あ

る
能
力

、

つ
ま

り
理
性

と
意
志

に
よ

っ
て
出

来
事

を

み
ず

か
ら
実

現

す

る

(引

き
起

こ
す
)

こ
と
"
1

と
す

る

こ
と

に
よ

っ
て

「
自
由



の
因
果
性

」

を
、

つ
ま

り

「
行

為
」

の
論

理
的

規
準

を

開

い
て
ゆ
く

と

い
う

こ
と
は

、
ど

う

い
う

こ
と
な

の
か

。
そ
れ

は

さ
し
あ

た

っ
て
次

の
よ

　

　

　

　

　

コ

　

　

　

　

　

う

な

こ
と

と
考

え

ら
れ

る
。
即

ち

、
わ

れ
わ

れ
人

間

の
行

為

と
は

、

(物

体

の

運

動

の
よ

う

に
)

単

に
動

か
さ

れ
る

こ
と
な

の
で
は

な
く

、

み
ず

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

か
ら
動

く

こ
と
あ

る

い
は
動

か
す

こ
と

で
あ

る
。

し

か
も

何
ら

か

の
内
的

な
原
理

、

あ

る

い
は
心
的

な
能

力
を
も

っ
て
そ
う

す

る
。

つ
ま

り

ひ
と

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

つ
に
は

「
意
志

」

を
も

っ
て
、
即

ち

「意

欲

す

る

(
　

)
」

と

い
う
仕

方

で
な
す
。

そ

し

て
さ
ら

に

そ

の
上

に
、

「
理
性

(
知
性

)
」

を
も

っ
て

　

　

　

　

　

　

な
す
。

つ
ま

り
、

己
れ

が
な

す

こ
と
を

何
ら

か

の
意

味

で
知

り

つ
つ
な

す

。

し
た
が

っ
て
、

"意

志

と

知

性

を

も

っ
て
"

と

い
う

こ
と
が

ま
た

、

ロ

　

　

　

　

　

単

な

る
物
体

の
運

動

や
動
物

の
行

動

か
ら

、
人
間

の
行

為

を
区

別

す

る
規
準

な

の
で
も

あ
る

、
と
。
1

つ
ま

り

そ
も
そ
も

、

か
か

る
理
性

や
意

　

　

志

と

い
う

「
能
力

(
　

」

と
は

、
あ

ら

か
じ

め
措
定

さ
れ

て

い
る
存

在
者

に
な

に
か
も

の

の
よ
う

に
付
着

し

て
い

る
も

の
と

し

て
で
は

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

な
く

、
む

し
ろ

、
欲

し

つ
つ
な
す

、
知

り

つ

つ
な
す

と

い
う
仕

方

で

な
す

こ
と

を
可
能

な

ら

し
め

る

こ
と

(
　

)

と

し

て
、
つ
ま

り

「
可

能
性
」

と
し

て
解

さ
れ

ね
ば
な

ら
な

い
。

そ

し

て
、

そ
う

し
た

"
意
志

や
理
性

と

い
う
能

力

の

「
性

格
」

で
あ

る
自

由
"

と

は
、
欲

し

つ
つ

.
知

　

　

　

　

　

　

　

　

　

り

つ

つ
な
す

と

い
う

、

そ

の
よ
う

な
行
為

の
可

能
性

の
形
式

を
意

味

す

る

の
だ

と

い
え

よ
う

。

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

い
つ

れ

に
せ
よ

、
己

れ
が

な
す

こ
と

を
知

り

つ
つ
欲

す

る
と

い
う

こ
と

が
人
間

の
行

為

を
人
間

の
行

為

た
ら

し
め

る
原

理

で
あ

る

こ
と

は
間
違

い
な
く

、
そ

の
限

り

で
カ

ン
ト
も

、
行
為

の
問
題

ひ

い
て
は

「
倫
理

的
」

な
問

題

を

、
「
意

志

と
理

性

を

も

つ
存

在

者

」

の
な

す

こ
と

の
問

題

と

し

て
問

う

た
の
だ

と
思

わ
れ

る
。
1

し

か
し

、

こ
の

こ
と
だ

け

で

は
事

態

は
ま
だ
限

定

さ
れ

て

い
な

い
。

つ
ま
り

問
題

は
む

し
ろ

こ

こ
で
再

び

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

始

ま

る
の
に
す

ぎ
な

い
。

と

い
う

の
も

そ

の
場

合

、

(己

れ

が
な

す

こ
と

を
)

い
か
な

る
意
味

に

お

い
て
知

り

い
か

な

る
仕

方

で
欲

す
る

か
と

い

う
、

そ

の
仕

方

、

つ
ま

り

そ

の

「
形
式

」

が
再
度

問

わ

れ
ざ

る
を
得

な

い
か
ら

で
あ
る
。

し

た
が

っ
て
、
行
為

の
形

式

へ
の
問

い
は
お

の
ず

か

ら
、

そ
れ

を
欲

す

る
意

欲

の
か

た
ち

、
そ

の

「
意

志
規

定
」

の
形
式

へ
の
問

い
と

な
り

、
そ

の

「
根

拠
」

へ
の
問

い
と

な
る
。

　

ロ

　

　

　

　

　

　

　

　

ま
ず

次

の
よ

う
な
問

題

が

あ
る

(

84

ペ
ー

ジ
の
図

を
想
起

さ
れ

た

い
)。
即

ち

、
あ

る
意
志

W
を
原

因

と
し

て
あ

る
出
来

事

M
を

生
起

さ

せ
る

(実

現

さ

せ
る
)

と

い

っ
た

こ
と
が

、
自

由

の
因
果

性

に

よ
る
行

為

で
あ

る
よ
う

に
見

え

て
も

、
そ

れ
が
次

の
よ
う
な

か
た

ち
を

と

る
場
合

が

あ



る
。

つ
ま

り

そ
れ
が

、
"
出

来
事

N
を

実
現

す

る
た

め

に
M
を

な
す

"

と

い
う

こ
と

だ

と
す
れ

ば
、

そ
れ

は
、

"
も
し
出

来
事

M

を
生
起

さ

せ
る

な

ら
ば

、

そ
の
M

が
原
因

と

な

っ
て
N

と

い
う
出
来

事

を
結

果
さ

せ
る
だ

ろ

う
"

と

い
う

こ
と
を
意

味

し

て

い
る
。
そ

し

て
、

そ

の
よ
う

な

か
た

ち

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

の

　

で
M

を
な

そ
う

と
欲

す

る
場
合

、
そ
う

し

た
行
為

を

な
す

よ
う

に
意

欲

を

か
た

ち

つ
く

っ
て

い
る
も

の

は
出

来
事

N

な
の

で
あ
り

、
そ

れ
は

カ

ン

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

ト

に
よ
れ
ば

、

N
を
原

因

と
し

て
意

志

W
を
結

果

と

す

る

こ
と

を

意

味

す

る
か

ら

で
あ

る
。

つ
ま

り

、
〈
原

因

W
↓

結

果

M
>

と

い
う
行

為

の
前

　

　

　

　

に
は

、
〈
原
因

N
↓

結
果

W
>

と

い
う
関

係

が
隠

さ
れ

て
い
る

わ

け

で
あ

る
。
だ

が

こ
れ

は
結

局

、
先

の

〈原

因

L
↓

結

果

M
>

〈原

因

M
↓
結

果

N
>

と

い
う
出

来
事

の
連

関

形
式

と
同

じ

で
あ

る
。

そ
れ

に
も

か

か
わ

ら
ず

、

そ
れ
が
単

に
出
来

事

で
は

な

い

"自

由

に
よ

る
行
為

"

の
よ

う

に

　

見

え

る
の
は

、
"
こ
う
す

れ
ば

こ
う

な

る
、

し
た
が

っ
て
、

こ
れ

の
た

め

に
こ
れ

を
な

そ
う
…
…

…

ぬ

と

い

っ
た

仕

方

で
、

つ
ま

り
知

り

つ
つ
欲

す

る

と

い
う
仕
方

で
な

す

こ
と
が

で
き

る
か

ら

で
あ

ろ
う
。

そ

し

て
、

そ

の
限

り

で
そ

の
理
性

や
意

志

は

、
出

来
事

の
経

過

の
形
式

で
あ

る
時

間

系
列

を
超

え

た
場
所

に
立

ち

、

い
わ
ば

そ

こ
か
ら
未

来

の
出

来
事

を
展

望

し

、
先

取
す

る

こ
と
が

で
き

る

。
1

し
か

し
少

く
と
も

こ
の
場
合

、

　

　

　

　

　

　

　

　

　

そ

れ

は

「
理
性

と
意

志
」

と

い
う
迂

路

を
経
由

し

て
い
る
だ

け

で

あ

っ
て
、
決

し

て

「
自

由

か
ら

の
行

為
」

を
意
味

す

る
と

は

い
え

な

い
だ

ろ
う
。

　

　

　

　

と

い
う

の
も

、
行

為

を

な
す
よ

う

に
意

志

を
動

か

し

て

い
る
も

の
、

つ
ま

り

そ

の
原

因

が
、
時

間
系

列

の
中

の
因
果

の
水
平

的

・
相

対
的

な
連
鎖

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

の
中

に
位

置

し

て
い
る

よ
う

な
も

の
な
ら

ば

、
結

局

そ

の
意
志

に
よ

る
行
為

も

、
予

想

さ
れ

る
当
該

の
出

来
事

連
鎖

を
事
実

的

に
た

ど

っ
て
結
果

(目

的
)

に
到
達

す

る

と

い
う

"
行
為

"

と
し

て
し
か
成

立

し

な

い
か
ら

で
あ

る
。

　

　

　

つ

　

し
た
が

っ
て
、
出
来

事

と
異

な
る
も

の
と
し

て

の
行
為

の
成

立

の
仕

方

へ
の
問

い
は

、

つ
ま
り

は
ま

た

「
自

由

の
因
果
性
」

へ
の
問

い
は
、
単

に

「
理

性

や
意

志
」

と

い
う
次
元

に
移

っ
た
だ

け

で
は
明

ら

か

に
な
ら

な

い
。

ま

し

て
、
　

あ
る

い
は
　

に
観

察

し

う
る

"
行

為

"

か
ら

、
そ

う

で
は
な

い
　

で
心
的

な

区
域

を
区

別

す

る

こ
と

に
よ

っ
て
自

由

の
拠
点

を
確

保

す
る
、

と

い
う

こ
と
は

で
き

な

い
で

　

　

　

　

　

あ

ろ
う
。
1

い
つ
れ

に
せ
よ

、
「
行

為
」

は
そ

の
よ

う

に
、
何

か
　

に
観

察

し
う

る
よ

う
な
出

来

事

と
し

て
な
さ

れ
た

と
き

に
始

ま

　る
も

の

で
は

な
い

で
あ
ろ
う

。

カ

ン
ト
が
行

為

の

「
原

因
」

あ
る

い
は

「
始

ま

り

(
　

)
」

を

、
理

性

あ

る

い
は
特

に

「
意

志

.
と

い
う

こ

　

　

　

　

　

　

　

　

　

と

に
置

い
た
と
き

、

そ
れ

は
、
行
為

が
、
あ

る

こ
と

を
な

そ

う
と
欲

す

る

と
き

に
始

ま

る
の

で
あ
り

、

そ
れ

が
そ

の
行

為
を
結

果

と

し

て
引

き
起



こ
す

(
　

原

因

で
あ

る
、

と

い
う

こ
と
を
意

味

し

よ
う
。

そ

し

て

こ
の
よ

う
な

行
為

の

「
始
ま

り
」

は
、

「
あ

る
時

に

(
　

の

　
始

ま

る
「

よ
う

な
時
間

的

な
始

ま
り

で
は
な

い
と

い
う

。

と

い
う

の
も
、

そ

の
よ
う

に
始

ま

る
も

の
は

「
時
間

の
う

ち

で
生
起

す

る

　

　

も

の
」
、
す

な
わ

ち
出
来

事

で
あ
り

、
「
端

的

に
最
初

の
始

ま
り
」

で
は

な
く

、
相
対

的

な

「時

点
」

に
す

ぎ
な

い
か
ら

で
あ

る
。

つ
ま

り
、
出

来

事
の
始
ま
り

は
、

「
時

間

規

定

の
法

則
」

つ
ま
り

自
然

因

果
性

に
よ

っ
て
、
そ

れ

に
先

立

つ
時
点

に
お
け

る
他

の
状

態

の
　

(
続

き
、
帰

結

、

結

果
)

と

し

て
、
相

対
化

さ
れ

て
ゆ
く

か
ら

で
あ

る
。

四

二
つ
の
論
理
形
式
-

自
然
と
倫
理

だ
が

そ
れ

に
も

か
か

わ
ら
ず

、
少

な
く

と
も

理
性

や
意

志

と

い
う

場

所

に
関

す

る
か
ぎ

り
、

つ
ま

り

、
行

為

の
主

体

が
自

ら

の
な
す

こ
と

を

(何

ら

か

の
意
味

で
)

知

り

、
欲

し

て
い

る
と

い
う

そ

の
こ
と

に
関

す

る
か

ぎ
り

で
は

、

か
れ

は
出

来

事

の
時
間
的

な
系
列

の
地
平

を
超

え

、
し

　

　

　

　

　

　

　

　

　

た
が

っ
て
ま

た
何

ら

か

の

自

由

を

も

っ
て
い
る

と

い
え

る
の

で
は

な

い
か
?

つ
ま

り
、

そ

の
当

の
主
体

(理
性

と
意
志

)

に

と

っ
て
は
、

"
何

　

　

　

　

　

　

　

　

を

な

す
か

、
ど

の
よ
う

に

な
す
か

、
な

そ
う

か

・
な

す
ま

い
か
"

等

々
の

こ
と

は
、
己

れ

の
意
中

に
あ

る

こ
と

で
あ

っ
て
、

そ
れ

ゆ
え

そ

の

つ
ど

そ
れ

を
選
ん
で

い
る
と

言

え
る

の

で
は
な

い
か
?

つ
ま

り
、

そ

の
行
為

へ
の
意

欲

が
ど

の
よ

う

な
か

た
ち

で
方

向

づ
け
ら

れ
よ

う

と
も

、
私

は

己
れ

自
身

を
己

れ

の
行

為

の
出
発

点

で
あ

る
と
感

じ
、

し
た

が

っ
て

「自

由

」

で
あ
る
と

感

じ
う

る

の
で
は

な

い
か
?

　

　

　

　

　

　

　

確

か

に
、

こ
う
し

た

こ
と
が

あ

っ
て
は

じ

め
て

、
あ

る

こ
と
が
行

為

と

し

て
問
わ

れ
、

そ

し
て

そ
れ

を
な
す
者

が

そ

の
行

為

の
主
体

あ

る

い
は

原

因

と

し

て
問

わ
れ

う

る
の
だ

と

い
え
よ

う
。

だ
が

こ
こ

で
再

び
、

そ
う

し

た
自

由

に
よ

る
行

為

と

は

何

な

の
か

と
問

わ
ね
ば

な
ら

な

い
。
"
私

が
始

ま

り

(
原
因

)

で
あ

る
"

と
思

う

こ
と

と

"
自

由

か
ら
行

為

す

る
"

と

い
う

こ
と

と
は
同

じ

こ
と

な

の
か
?

と
す

る
と

、
自
由

お

よ
び
行

為

は
、
　

、
と

い
う

ひ
と

つ
の
場

所

、

"
私
"

と

い
う

ひ
と

つ
の
領

域

に
、
そ

の

全

て

の
拠

点

を

有
す

る

こ
と

に
な

る
の

だ

ろ

う

か
?



こ
う

し
た

こ
と
は

あ

る
意

味

で
は

否
定
的

に
、
し
か

し
別

の
意
味

で
は
肯
定

的

に
答

え
ら
れ

う

る

で
あ

ろ
う
。
つ
ま

り

そ

の
ま

ま

で
は
、
問

題
と

な

っ
て

い
る

こ
と
が

ら

(自

由

、
行
為

、
　

、
私

…
…

)

は
限

定

さ
れ

な

い
ま
ま

空
転

す

る
他

な

い
。
1

そ

こ
で

こ
の
節

で
は

、
そ
う

し

た
問
題

を
念
頭

に
入
れ

つ

つ
、
そ

れ
ら

を
よ

り
明

確

に
限
定

し

て
ゆ
く
地

平

へ
の
ひ

と

つ
の
見
通

し

を
輪
郭

づ
け

て
お
き

た

い
。

何

か

が
な

さ
れ

る
場
合

、

そ
れ

は
自
然

因
果

性

と

い
う
形

式
を

も

つ
の
か

、
そ

れ
と
も

自
由

の
因

果
性

と

い
う
形

式
を
も

つ
の
か

、

そ
し

て
ひ

い

て
は
、
そ

れ

は
単

な

る
自
然

の
出

来
事

(現

象
)

な

の
か
、

そ
れ

と
も

倫

理
的

な
行
為

な

の
か

と

い
う
区

別
、
1

こ
の
区

別

は
カ

ン
ト

に
お

い

て
は
厳

格

で
あ

る
。
人

間
的

な
事

柄

の

一
切

を

も

こ

の
式

の

二
者
択

一
に
か

け
る
、
時

に
は
不
自

然

に
す
ら
見

え

る
カ

ン
ト

の
流

儀

は
し
ば

し

ば

抗

議

の
的

で
も

あ

っ
た
。

し
か
し

カ

ン
ト

に
と

っ
て
、

こ

の
二

つ
の
因

果

形

式

に
よ

っ
て
代

表

さ
れ

る

「
自

然
」

と

「
自
由

」
、

お
よ

び

「
自

然

」

と

「
倫

理
」

と

い
う

二

つ
の
圏

域

は

、
互

い
に
他

を
犯

す

こ
と
な
く

と
も

に
そ

の
存

立

を
保

証

さ

る

べ
き
も

の
で
あ

っ
た
。

そ
し

て
と

く

に
、

　

　

　

　

コ

　

　

　

　

自

然

の
倫
理

へ
の
越

権

と

い
う

こ
と

は
、

カ

ン
ト

の
警

戒

す

る
と

こ

ろ

で
あ

っ
た
。

　

　

　

　

　

　

　

し

か
し

、
も

し
自

由

に
よ
る
行
為

と

い
う

こ
と
が

な

い
と
し

た

ら

、
ま

た

ひ

い
て
は
、

も

し
あ

る

こ
と
を

「倫

理
的
」

な

事
柄

と

し

て
問

い
う

る
地
平

が

な

い
と
し

た
ら

、
"
越
権

"

と

い
う

こ
と
を
言

う
ま

で
も

な

く

、
人
間

の
な
す

こ
と

の

一
切

と
人

間
自

身
と

は
、

「自

然

学
的

に
」
説

明

さ
れ

ざ

る
を
得

な

い
で
あ

ろ
う
。

そ

し

て
生

起

す

る

一
切

に
は

「
自
然

必
然

性
」

が
支

配

す

る

こ
と

に
な
る

の

で
は
な

い
か
。

で
は
、

か
か

る

「自

然
学

的

な
説
明

」

を
拒

む
権

利

、
し

た
が

っ
て
ま

た

"
自
然
法

則

の
必

然
性

か
ら

の
自
由

"

は
、
ど

の
よ
う

に
し

て
保
証

さ

れ
う

る

の
か

?

こ

の
保

証

は
、
単

に

"
心
的

"

な
領

域

を
設

定

し

た
と

し

て
も

、

あ

る

い
は

あ
ら

ゆ

る
こ
と

が
ら

に

"
わ

た
し

の

(表

象

、

行
為

…
…
)
"

と

い
う
空
虚

な
標

示

を
張

り

つ
け
た

と
し

て
も

、

あ

る

い
は
ま

た

、

い
わ

ゆ

る

"
反

自

然

学

的
"

な
領

域

を
単

に
立

て
た

と
し

て

も

、
与

え
ら
れ

な

い
。

と

い
う

の
も

、
他
方

で
自
然

学

(
的

な
説

明
)

の
方

は
、

そ

の
根

拠

と
射
程

に
関

し

て
十
分

な
妥
当

性

と
権

利
を

保
証

さ

れ

て

い
る
か
ら

で
あ
る
。



　

　

　

　

　

　

　

だ
が

、
そ

の
自

然
学

的

な
説

明

の
射

程

は

、
ど

こ
ま

で
及

ぶ
も

の
と
し

て
根

拠

づ
け

ら

れ

て
い
る

の
か
?

つ
ま
り

、
そ

の
限
界

線

は
ど

こ

に

引

か
れ
う

る

の
か
?

こ
れ

は

「
限
界

づ
け
」

と

い
う
問

題

で

あ

る
。

カ

ン
ト

の

「
批
判

」

と

い
う

こ
と
ば

は

二

つ
の
意
味

を
含

ん

で
い
る
。

即

ち
、
あ

る
認
識

の
成

立

の
可
能

性

の
根
拠

を

問

う
と

い
う

こ

と
と

、
そ

の
認

識

の
越
権

(
限
界

を
越

え

る

こ
と
)

を
告
発

し
防

止

す

る

こ
と
、

　

　

　

　

　

　

　

　

　

の

　

　

　

　

即

ち
限

界

づ

け
る

こ
と

で
あ

る
。
そ

し

て
こ

の
二

つ
の
こ
と

は
表

裏

一
体

を

な
し

て

い
る
。

す
な

わ

ち
、

あ
る
認
識

の
限
界

づ
け

は
、

そ
の
認
識

　

　

　

　

　

　

　

　

つ

　

　

　

コ

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

つ

の

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

り

　

　

　

　

が

い
か

に
し

て
可

能

な

の
か
と
問

う

こ
と

、

つ
ま
り

そ

の
認
識

の
可
能

性

の

ア
プ

リ
オ

リ
な
条

件

(
論

理
的
形

式
)

を
開
示

し
示

す

こ

と
な

し
に

　

　

　

　

　

　

は

、
な

し
得

な

い
の
で
あ

る
。

か
か

る
限

界

づ
け

は

、

い
わ

ば

"内

側

か
ら

の
限

界

づ
け
"

で
あ

る
。

第

一
批
判

の

「
分
析

論
」

は

こ
の
よ
う

な
作
業

を
行

う
も

の

で
あ

る
。

　

　

　

　

　

コ

　

　

コ

　

　

　

　

　

　

す

な
わ

ち
、
「
先

験

的
原

則
」

(
自
然

因
果

性

は

そ

の
ひ
と

つ
)

の
体

系

と

い
う

、

ひ
と

つ
の
論

理
形

式

の
体

系

に
よ

っ
て
、

「
可

能

的

経

験

」

あ

　

　

　

　

り

　

　

　

　

　

　

つ

り

　

　

　

　

　

る

い
は

「
自
然
」

と

い
う

ひ
と

つ
の
論

理

空
間

が

は
じ

め

て
開

示

さ

れ

る
。

「
可

能

的

経

験
」

と

い
う

こ
の
論

理

空

間

は
、
実
質

的

・
事
実

的
経

験

と
し

て
は
開

か
れ

た

(限

界

が
な

い
)

ま
ま

で
あ
り

な
が

ら

、
形
式

的

・
可
能
的

に
は
閉

じ
ら

れ

た

(限
界

を
も

っ
た
)
、

そ

の
よ

う

な
空

間

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

の

　

　

　

の

　

と

し

て
開

示

さ
れ

る
。

つ
ま
り

、

ひ
と

つ
の
論

理
空

間

を
開

示

し
根
拠

づ

け

る
論

理
的
形

式

は

、
同
時

に

、
そ

の
空

間
を
内

側

か
ら

限
界

づ

け
る

　

　

形
式

で
も

あ

る
。

自

然
因

果
性

と
出
来

事

、
あ

る

い
は
自
然

法

則

と
自
然

と

は

こ

の
よ
う

な
関

係

に
あ

る
。

し

た
が

っ
て
、
か
か

る
論
理
的

形

式

と
論

理

空
間

と

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

が
唯

一
の
も

の

で
あ

る

と
す
れ

ば
、

た

と
え

そ
れ

が

「
限

界
」

を

も

っ
て

い
た
と

し

て
も
全

て
を
包

含

す

る
こ
と

に
な

る
。

㈹

と

こ
ろ

で
、
「自

由

の
因
果
性
」

と
は

、
そ

う
し

た

「自

然

因
果

性
」

を

、

即

ち

「
い
か

な

る
現

象
も

そ
の
例
外

で
あ

る

こ
と
を
許

さ

れ
な

い
」

り

り

　

　

　

と
さ

れ
る
自

然

法

則

を

、

の
り
越

え

る
可

能

性

を
手

探

る
も

の

で
あ

る
。

し
か

し
、
出

来

事

の
系

列

の
地

平

を
超

え
出

る

た

め
に

は
、

つ
ま
り

「自

然
」

と

い
う

「
唯

一
の
可
能

的

経
験
」

の
圏
域

の
外

に
出

て

ゆ
く

こ
と

が

で
き

る
た

め

に
は
、

そ

こ

へ
と
超

え
出

て
ゆ
く

た

め

の
あ

る
別

の

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

圏
域

が
開

示

さ
れ
根

拠

づ
け
ら

れ

て

い
な
け
れ

ば

な
ら

な

い
。

そ

の
た

め

に
は

、
自
然

法
則

と

い
う
論

理

的
形
式

が
世
界

の

あ
り

よ
う
を

規
定

す

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

る
唯

一
の
形
式

で
は
な

い
と

い
う

こ
と
を

示
す

、

あ

る
別

の
論

理

的

形
式

の
可
能
性

を

切

り
開

か
な
く

て
は
な
ら

な

い
。



こ
れ

は

い
わ

ば

"外

側

か
ら

の
限
界

づ
け
"

と
言

う

こ
と

が

で
き

よ
う

。
即

ち

一
般

に

、
ひ
と

つ
の
論

理
空

間

の

「
限
界

」

は
、

そ

の
論

理
空

間

の
可

能
性

の

ア
プ

リ
オ

リ
な
形

式

、
即

ち
そ

の
空

間
を

開
示

す

る
論

理
的

形

式

に
よ

っ
て
内
側

か
ら
限

界

づ
け
ら

れ
、

そ
し

て
、

そ
れ

と
は
異

な

る
あ

る
別

の
論

理
的

形
式

に
よ

っ
て
開
示

さ

れ

る
別

の
論

理

空

間

に
よ

っ
て
、
外

側

か
ら
限
界

づ
け
ら

れ

る
。

そ
し

て
第

一
批

判

の

「
弁

証

論
」
、
特

に

(自

然

と
自
由

の
)

「
二
律

背

反
論

」

は
、

こ
う
し

た
外
側

か
ら

の
限
界

づ

け

の
可

能
性

を
探

っ
て
い
る
と
見

る

こ
と

が

で
き

る
。

　

　

　

　

　

　

　

そ
し

て
、
こ
の
自

然

法
則

と
自

然

を
そ

の
よ

う

に
外

側

か
ら

限
界

づ

け

る

の
は
、

「
道
徳

法
則
」
と

い
う
論

理
的

形
式

に
よ

っ
て
開
示

さ
れ

る

「
倫

理

」

と

い
う
論

理
空

間

だ

と

い
う

こ
と

に

な
る

の
だ

が
、
無

論

こ
れ

は

"
第

二
批

判
"

に
至

る
ま

で
の
課

題

で
あ
る
。
1

い
つ
れ

に
せ
よ

「
自

由

の
因

果
性
」

と
は
そ

の
転

回
め

軸

と

な

る
問
題

で
あ
り

、
そ

し

て

「道

徳

法
則
」

と

い
う
論
理

的
形

式

へ
と
完

成

さ
れ
ね

ば
な

ら
な

い
概
念

で

あ

る
。

　

　

　

　

　

以
上

、

こ
れ
ま

で

の
考
察

で
は

、
自
由

の
因

果
性

は
も

っ
ぱ

ら

、
自
然

因

果
性

か
ら

の
自

由

と

い
う
仕

方

で
限
定

さ

れ
た

の

で
あ

っ
た
。
す

な

わ

ち
、
自

由

か
ら

の
行
為

と

は
、
出

来
事

の
連

関

に

は
組

み
込

ま
れ

る

の

で
は
な
い

と

い
う

こ
と

、

し
た

が

っ
て
時

空

の
条

件

の
下

に
は
血

だ
姫

　

　

　

　

　

　

い
と

い
う

こ
と
、

つ
ま
り

は
自

然
法

則

の
必
然
性

に

は
従

属

し

な

い
と

い
う

こ

と
、
そ

し

て
そ

の
よ

う
な
も

の
と

し

て

「行

為
」

は

「
出

来
事
」

　

　

　

　

で
は
な

い
と

い
う

こ
と

、
ー

こ

の
よ

う
な
　

な
仕
方

で

そ
の
可

能
性

を

開

い
て
き

た

の

で
あ

っ
た
。

ゆ

　

　

　

　

し
か

し
、.
こ
う
し

た

「
　

な
意
味

で

の
自

由
」

は
、
同

時

に
　

な
意

味

で
の
自

由
」

で
な
く

て
は
な

ら
な

い
。
換

言

す
れ

ば
、

　

　

　

　

　

　

　

「
自
然

必
然

性
」

か

ら
自
由

で
あ

る
と

い
う

こ
と

は
、
同

時

に

、
あ

る
別

の
必

然
性

、
即

ち

「
行
為

の
必
然
性
」

に
従

う

と

い
う

こ
と

で
な
け

れ

ば
な

ら
な

い
。

カ

ン
ト
は

こ

の

「
行
為

の
必

然
性

」

を

「
当
為

(
べ
し
)
」

と

い
う

こ
と

ぱ

で
示

し

て
い
る
。

そ
し

て
カ

ン
ト

に
お

い

て
は
、
「
必

　

　

　

然

性
」

は

つ
ね

に

「
法
則

」

と
不

可
分

で
あ
る
。
1

し

た

が

っ
て
、
自
然

法
則

と

い
う

"
法
"

が
支

配

す

る
ひ
と

つ
の
圏
域

(
自
然
)

の
外

に

　

　

　

　

　

　

　

出

る
と

い
う

こ
と

は
、

カ

ン
ト

に
と

っ
て
は
、
同
時

に
、

あ

る
別

の

"法

"

(道

徳

法

則
)

が
支

配

す

る
圏

域

(倫

理
)

の
中

に
入

る
と

い
う

こ

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

と

で
な

く

て
は
な

ら
な

い
。

つ
ま

り
、

あ

る
ひ
と

つ
の
論

理
的

形
式

を

ま

ぬ
か

れ
る

(
　

こ
と
、

そ

れ
か
ら
自
由

で
あ

る

(
　

こ
と

、
そ
れ



を

超

え
出

る
と

い
う

こ
と

は
、
あ

る
別

の
論
理

的

形
式

に
従

・γ
と

い
う

こ
と

で
あ

る
、
と

い
え

よ
う
。
1

そ
れ

ゆ
え

、
"
自

然
必
然

性

か
ら

の
"

　

　

　

　

　

　

　

と

い
う
ネ
ガ

テ
ィ
ブ
な
自

由

は

、
同
時

に

そ
れ
と

は
異

な

る
法

則

、
即

ち
行
為

の
か

た
ち

を
普

遍

的

・
必
然

的

に
定

め
根

拠

づ

け
る
法

則

に
従

い
、

そ

の
こ
と

に
よ

っ
て
は
じ

め

て

「倫

理

的
」

と
呼

び

う

る
地

平

を

開
示

す

る
と

こ

ろ
の

、
ポ

ジ

テ
ィ
ブ

な
自
由

で
あ

ら
ね
ば

な
ら

な

い

こ
と
に
な

る
。

そ

し

て
、

そ

こ
に
お

い
て
は
じ

め

て
、
あ

る

「
理
性

と
意

志
」

あ

る

い
は

「
主

体
」

が

、
行
為

の

"
ア
ル
ケ

ー
"

(原

因

、
始

ま
り

、
根

拠
)

で
あ
り

、
「
自
由

」

で
あ

る
と

い
え

る

の
で

あ
ろ
う

。

(
エ
ピ

ロ
ー
グ
)

行

為

の
形

式

で
あ

る
自

由

の
因
果

性

へ
の
問

い
は
、

"
出

来

事

連

関

の
地

平

の
中

に
水
平
化

さ
れ
相
対

化

さ
れ

る

こ
と

の

な

い
原

因

、

つ
ま

り
理
性

や
意

志

を
第

一
の
始
ま

り

と
し

て
行
為

す

る

こ
と
"

と

し
て
出

発

し
た
。

し

か
し
そ

の

こ
と
は
、

以
上

の
考

察

に
よ
れ

ば
字
義

通

り

に
は
保
持

し
得

な

い

こ
と

に
な

る
。

と

い
う

の
も

、

カ

ン
ト

に

よ
れ
ば

、

「自

由

に
よ

る
行
為

」

の
究
極

の
ア

ル
ケ
ー

と
は

、
「
理
性

と
意

志

」

(知

り

、
欲

す

る
こ
と
)

と

い
う

よ
り

も
む

し

ろ
、

「
道

徳

法

則
」

(何

を

、

そ
し

て

い
か

に
知

り
、
欲

す

る
か
を

規

定

す

る
普

遍
性
)

だ

と
言

う

べ
き
だ

ろ
う

か
ら

で
あ

る
。

あ

る

い
は

そ

の

こ
と
は

、

"行

為

の
形

式

は
道

徳

法

則

で
あ
る
"

と

い
う
仕

方

で

「
自

由
」

が
限

定

さ
れ

ね

ば

な
ら
な

い
、

と

い
う

こ
と

で
あ
ろ

う
。

そ
し

て
そ

の
か
ぎ

り

で
、

"
行

為

の

主

体

(。り
⊆
9
①
吋
け)
"

あ

る

い
は

"
わ

た

し
"

と

い
う

こ
と

に
伴

う
　

な
も

の
を
超

え

る
普

遍
的

な
も

の
が
、

究
極

的

な

「原

因

」

で

あ
り

「根

拠
」

で
な

け
れ
ば

な
ち

な

い
の

で
あ
ろ
う

。
ー

こ

う
し

た

こ
と
は
ま

た

、
自
由

と
道
徳

法

則

と

の
関

係

、

そ
し

て
行
為

(
意
志

規

定
)

の
主
観

性

と
客

観
性

と

い

っ
た
問
題

で
あ

り
、

そ
れ

ら
を

よ

り
明

ら

か

に
し

て

ゆ
く
た

め

に
は
、

『道

徳

の
形

而

上

学

へ
の
基

礎

づ
け
』

か
ら

『実

践

理
性

批
判
』

に
至

る

カ
ン
ト

の
思

索

の
筋
道

を
詳

細

に

た
ど

ら

ね
ば
な

ら
な

い
。

註

の

言
う
ま
で
も
な
く
、
欧
米
語

で
は

"主
語
"
も

"主
体
"
も
と
も

に
　

で
あ
る
。



㈲

た

と

え
ば

"
「正

」

「不

正

」

を

、
あ

る

い
は

「善

」

「悪

」

を

な

す

こ

と

と

し

て
、

ま

た

「正

し

い
、

あ

る

い
は
不

正

な
仕

方

で
」

と

か

「
よ

い
、

あ

　

　

　

　

る

い

は

悪

し

き

仕

方

で
」

な

す

こ
と

と

し

て
問

い
う

る

こ

と

に

よ

っ
て
"

と
も

言

う

こ
と

が

で
き

よ

う

。

あ

る

"同

一
の
"

行

為

は
、

い
く

つ
も

　

　

コ

　

の
仕
方

で
記
述

で
き

る
。
し
か
し
、

"何
を
な
し
て
い
る
の
か
?
"

と
い
う
問

い
に
対
し
て
上
述

の
よ
う
に
答
え
う
る
と

い
う
こ
と
が
ま
た

「倫

理
的
」

な
地
平

を
、
す
な
わ
ち
問

い
と
答

え
が
呼
応

す
る
倫

理
的

な
地
平

を
形

成
す
る
と
も
言
え
よ
う
。
1

た
だ
し
、
こ
こ
で
は

「正

・
不

正
」

「善

・
悪
」

の
内
実

は
ま
だ
規
定

さ
れ

て
は

い
な
い
。
カ
ン
ト
の
場
合

そ
れ
ら
の
概
念
は
、

い
わ
ば
そ
れ

に
先
行
す

る
行
為
の
普
遍
的

「形
式
」

に
よ

っ
て
、
あ
る
い

は
そ

の
形
式
と
と
も

に
限
定
さ
れ
て
ゆ
く
概
念

で
あ

る
、
と

い
う
こ
と
に
な

ろ
う
。

　

　

㈲

「概
念

は
、
可
能
的
判
断

の
述
語
と
し

て
、
ま
だ
規
定
さ
れ
て

い
な
い
対
象

の
何
ら
か
の
表
象
に
関
係
す
る
」
(
　

　)
。
そ
し
て

「純
粋
悟
性
概
念
」

す
な
わ

ち

「
カ
テ
ゴ

リ
ー
」

は
、
経
験

の
対
象

一
般

の

"先
験
的
述
語
"

で
あ

っ
た
。

つ
ま
り
カ

テ
ゴ
リ
ー
と

は
、
あ
る
も

の
を
何
も

の
か
と
し
て
最
初
に

つ
か
み
と
る

(
　

)
形
式
な

の
で
あ
る
。

㈲

「思
惟

す
る
こ
の
私
、
あ
る
い
は
彼
、
あ
る
い
は
そ
れ

(も

の
)

に
よ

っ
て
は
、
思
惟

の
先
験
的
主
観
11
X
以
外

の
何
も

の
も
認
識

さ
れ
な

い
。

こ
の

主
観
は
、
そ
の
述
語

で
あ
る
と
こ
ろ
の
思
惟

さ
れ

た
こ
と
が
ら
に
よ

っ
て
の
み
認
識

さ
れ

る
の
で
あ
り
、
そ

の
主
観
だ
け
を
切
り
離
し
て
は
わ
れ
わ
れ
は

そ
れ
に

つ
い
て
い
さ
さ
か
の
概
念
も
も

つ
こ
と
は
で
き
ず
、
そ
れ
ゆ
え
そ
の
周
り
を
た
え
ず
ぐ
る
ぐ

る
と
循

環
す
る
の
み
で
あ
る
」

(
　

)
。

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

回

"結

果

は
原
因

に
は
先
行
し
な

い
"

と
い
う

こ
と
は
、
"原
因

が
結
果

に
先
行
す
る
"
と

い
う
こ
と
と
、
そ
れ
ら
が

"同
時
に
存
在

す
る
"

と
い
う

こ

と
と
の
二

つ
を
含
意

し
て
い
る
。

ω

し
か
し
こ
の
問
題

は
、
「
誤
謬
推
理
論
」
に
お
け
る

「
主
観

の
実
体
性
」
、
あ
る
い
は

「
魂
」

の

「
先
験
的
述
語
」

づ
け
の
問
題
と

し
て
、
あ
る
側
面

か

ら
す
で
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
と
も

い
え
る
。

㈲

し
た
が

っ
て
、
わ
れ
わ
れ
が

「行
為
」
と
い
う

こ
と
を

そ
の
よ
う
な

「出
来
事
」
の
地
平
で
と
ら
え

る
か
ぎ
り
、
例
え
ば
先

に
見
た
よ
う
な

"
。
　

に
観
察
さ
れ
う
る
　

(物
体
的

・
身
体
的
)
な
運
動

や
行
動
"
と

い

っ
た
こ
と
と
し
て
と
ら
え
る
か
ぎ
り
、
わ
れ
わ
れ
は
そ
の
行
為

の

"主
体
"

　

　

　

　

　

　

　

コ

　

　

を
も

っ
ぱ
ら
　

に
同
定
す
る
こ
と
が

で
き
る
の
み
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
ゆ
え
、
そ

の
場
合

の
主
体

の

"同

一
性
"
も
、
身
体

の
同

一
性

に
他
な
ら

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

な

い
だ
ろ
う
。
し
た
が

っ
て
ま
た

こ
こ

で
は
、
行
為

の

"帰
責
"

の
問
題
も
、
そ
の
行
為

の
原
因
者
を
自
然

法
則

に
従

っ
て
　

に
指
定
す
る
、

と

い
う
仕
方

で
な
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
、
そ
れ
は

"道
徳
的
帰
責
"

と
は
別

の
問
題
で
あ
る
。

㈲

こ
れ
は

、
カ

ン
ト
が
後
に

「仮
言
命
法
」
と
し

て
と
り
あ
げ

て
い
る
問
題

で
あ
る
。
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