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世

に
住

む
人

間

で
あ

る
わ

れ
わ

れ
が
経

験

す

る
事

物

は

、
カ

ン
ト
的

に

い
え

ば
、

感
性

に
与

え

ら
れ

た
現
象

を
主

観

の
概
念

作

用

に
よ

っ
て
統

握

し
た
も

の
で
あ

り
な

が
ら
も

、

し

か
し
た

ん

に
主

観

の
変
様

や
産
物

と

し

て
終

り

は

し
な

い
。
人
間

が
経

験

す

る
事
物

は
、

た
し

か

に
主

観

に

よ

っ
て
解

釈

さ
れ

た
も

の

で
あ
り

な
が

ら
も

、
芝
居

の
書

き
割

り

の
よ
う

な
持

え
も

の

で
は
な

い
。

ぬ

ヘ

ヘ

へ

こ
の

、
た
ん

に
持

え
も

の
で
は

な

い
こ
と

の
根
拠

、

し
た

が

っ
て
ま

た

、
事
物

経
験

が

し
ん

じ

つ
事
物
経

験

で
あ

る

こ
と

の
根

拠

は
、
事

物

に

か
ん

す

る
主
観

の
主

題
的

な
解

釈
作

用

と
連
繋

し
な

が
ら

も

、
し

か

し
そ

の
解
釈

の
働

き

に
と

っ
て
は
端
的

に

「
他
」

な
る
も

の
で
あ

り
続

け

る

、

、
、

、

ω

経

験

の
地
平

そ

の
も

の

に
あ
り

、
そ

れ

ゆ
え
筆

者

は

、

「超

越

論

的

対
象

と
物

自
体
1

そ

の

一
1

」

に
お

い
て
、

カ

ン
ト

の

い
う
超

越
論

的

対

象
ー
X

は
、
結

局

、
世
界

地
平

そ

の
も

の

の
こ
と

だ
と
解

釈

し

た

の
で
あ

っ
た
。

超
越
論
的
対
象
と
物
自
体

そ

の
二

山

崎

庸

佑

一

超
越
論
的
対
象
に
か
ん
す
る
諸
解
釈



た
だ

し
、
念

の
た

め
に
、
言
っ
て
お

け
ば

、
そ

の
世

界

地

平

は
、
可

能
的
-
潜

勢

的
な
無

限

の
図
柄

と

い
う
形

で
個

物

の
措

定

的

経

験

に

「
含

せ

ア

テ
イ

　

ツ

意

」

さ
れ

て
は

い
て
も

、
そ

れ
自
身

は
措
定
的

-
実
証

的

な
事
実

、

つ
ま

り

「存

在
者

」

で

は
あ
り

得

な

い
。

そ

れ

は
丁

度

、
図

を

ま

っ
た
く

捨

象

し

た
地

そ
れ
自

身

と

い
う
も

の
が
個
的

な
措

定

的
事

実

と
し

て
存
在

す

る

こ
と

は

あ
り
得

な

い
の
と
同

断

で
あ

る
。

い
わ
ば

「
つ
ね

に

一
様

の

X
」
(
　

)

で
あ

る
世
界

地
.平

そ
の
も

の
は
、
通

常

の
意
味

で

の

「
経
験

的
」

対
象

で
は

な

く

て
、
あ

え

て
言

え
ば

、

「
非
経

験
的

、

つ
ま

り
超

越
論

的

な
対
象

」

で
あ

り

、

一
種

「物

自
体

」

的

に

「
異
」
様

な
性
格

を
も

つ
の

で
あ

る
。

、

、

、
、

、
、

、

麟

人
間

の
事
物
経

験

の
可

能
性

の
制

約

(根

拠
)

の

一
つ
で
あ

る
世

界
地

平

を
そ

の
も

の
と
し

て
思

い
描

く

と
す
れ

ば

、

そ
れ

は
個

々
的

な
経

験

的

直
観

で
は

な
く

「
感

性

的

直

観

一
般

の
対

象
」

(
　

)

で
あ

る

「
つ
ね

に

一
様

の

X
」

で
あ
り

、
筆

者

に

は
ど

う
し

て
も

、

一
種

、
「
物

自

体

」
的

に
異
様

な
も

の
に
お

も
え

て
く

る

が
、

そ

の
こ
と

は
ま

た

「
超
越

論
的

対
象

」

の
解

釈

に
も

、
当
然

、
影
響

し

て

く
る

で
あ

ろ
う

。

み

「超

越
論

的

対
象

」

は

カ

ン
ト
解

釈
上

い
ろ

い
ろ

と
問
題

に
さ

削
、

あ

る
者

は
そ

れ
を

「
物
自

体

」

と
同

一
視

し
た

。
近

時

の
わ

が
国

に
お
け

る
す

ぐ
れ

た

カ

ン
ト
学
者

の

一
人

、
久

保
元

彦
氏

の
最

近

の
論
文

「
内
的

経
験

」

に
よ
れ

ば
、

超
越
論

的

対
象

は
結

局

、
統

覚

と
因
果

あ
る

い
は

鰯

対

応

の
関

係

に
あ

る
か

ぎ
り

で
の
物

自

体

と

い
う

こ
と

に
な

る
。

ま

た
多

く

の
解
釈

者

に

よ
れ
ば

、

「超

越

論

的

対

象

」

は

、
感

性

の
制

約

を

い

っ
さ

い
取
り

は
ず

し

た
、
悟

性
概

念

に

よ

っ
て
思
考

さ
れ

る
だ

け

の

「
対
象

一
般
　

」

(
　

、

「
客
観

一
般
　

」

(
　

と
同
族

の
も

の
と
見

な

さ

れ

る
。

上
述

の
ブ

ラ
ウ

ス
も
ま

た

、
超

越

論

的

に

「
あ
ら

か
じ

め
企

投

」

さ
れ

た
或

る
も

の
X
と

い
う

と
き

の

「
企

投

」

を

、
「
あ

ら
か

じ

め
」

と

い
う
形

に
止

め

お
く

の

で
は
な

く
、
図

式
化

(時

間

限
定
)

と

い
う
仕
方

を
介

し

て
現

象

(
直
観

)

の
概

念

な

か

で
も

特

に
重

要

な

の
は

実

体

お
よ

び
因
果

と

い
う
関

係

の
範
疇

に
よ

る
解
釈

と

い
う
方

向

に
具

体
化

す

る
場
合

の

こ
と
を
考
慮

に

い
れ

、
超

越
論

的

対

象

と

は

「
純

粋

悟
性

概
念

(諸

カ

テ
ゴ

リ

ー
)

お
よ

び
純
粋

悟
性

判
断

(諸

原

則
)

の
も

と

で
」

客
観

そ
の
も

の

へ
そ

の
も

の
と

し

て

の
客
観

)

に

つ
い

て
あ

㈲

ら

か

じ

め

「
ア

・
プ

リ

オ
リ
」

に
把

握

さ
れ

て

い
る
も

の
の
総

体

で
も

あ

る
と

す

る

こ
と

に
よ

っ
て
、
超

越
論

的

対
象

と
客

観

一
般

を
同

一
視

す

る
見
解

を
自

説

の
う

ち

に
取
り

こ
ん

で

い
る

。



ブ

ラ

ウ

ス
の
場
合

、
事

情

は

や

や
複

雑

に
な

る
が

、
普

通

に
主

張

さ

れ

る

こ
の
見

解

、

す
な

わ
ち

、
超
越

論
的

対
象

と

い
う
言
葉

が

は

じ

め
て

出

て
く

る
第

一
版

の

「
演

繹
論

」

の
当
該

個

所

(
　

)
の
文
面

に
忠
実

で
あ
ろ

う
と

す

る
か
ぎ

り

、

一
見

自
然

に
お
も

え

る

こ
の
解

釈

に
よ

れ

ば

、
超

越
論

的

対
象

は
結

局

、
綜
合

的
統

一
と

い
う
ば

あ

い

の
統

一
の
必
然

性

そ

の
も

の

に
還

元

さ

れ
る

は
ず

の
或

る
も

の
と

い
う

こ
と

に
な

る

で
あ

ろ
う
。

ち

な

み
に

、
「
一
見

自

然
」

と

い

っ
て
お

い
た

の
は
、

A
版

の

「
現

象

体

と
可

想

体
」

に
、
超

越
論

的

対

象

は

「
感

性

的

直
観

一
般

の
対

象

　」

で
あ

り
、

「
そ

れ
ゆ

え
、

あ
ら

ゆ

る
諸

現

象

に

た

い

し

て

一
様
　

で

あ

る
」

(
　

)
と

あ
り

、

こ
れ

は
　

に
お

け
る

「
つ
ね

に

一
様
　

の
X
」

と

間

違

い
な

く

呼

応

し

て

い
る

か

ら

で
あ

る
。
「
感

性

的

直

観

一
般

の
対
象

」

で
あ

る
超
越

論
的

対
象

を

「
私

は

い
か

な

る
範
疇

に
よ

っ
て
も
思

考

す

る

こ
と
が

で
き

な

い
」

(
　

)

と

す

れ
ば

、
「
演

繹
論

」

の
超
越
論

的

対
象

を
悟

性
概

念

に
よ

っ
て
思
考

さ
れ

る
だ

け

の
も

の
に
解
消

す

る

こ
と

に
も
抵

抗

が
残

る

で
あ

ろ
う
。

た
だ

し
、
綜

合

の

「諸

範
鷹

の
根

底

に

あ
る
意

識

の
統
一
」

(
　

)
、

「
あ

ら

ゆ

る

概

念

一
般

の
運
搬

者
」

(
　

)

で
あ

る
統
覚

(
"
わ
れ

思

う
"
)

そ

の
も

の
が

、

一
見

そ

う
思
わ

れ

る

ほ
ど
、
単

純

な

一
筋
縄

に
よ

っ
て
性

格

規
定

で
き

る
も

の
で
も

な

い
こ
と

は
、
真

摯

な

ヵ

ン
ト
解

釈

上

の
義

務

と

し

て
、
当

然

、

こ

こ
で
付
言

し

て
お
く

べ
き

か
も

し
れ

な

い
。
す

な
わ

ち

、

B
版

の

「
誤

謬
推

理
」

の
注

に

よ

れ

ば
、

「
わ
れ

思

う
」

は

「
無

規
定

の
経

験
的

直
観

、

つ
ま

り
知
覚

」

で
あ

り
、

そ

の
知

覚

は

「与

え
ら
れ

た
、

し

か
も
思
考

一
般

に
と

っ
て
与

え

ら
れ

た
或

る
実

在
的

な
も

の
」

で
あ

る
。

そ
れ

は

、
「
現

象

と
し

て

で
は
な

く
、

ま

た
物

そ
れ
自

体

(可

想

体
)

と

し

て
で
も

な
く

」
存

在

す

る
も

の
、

「
無

規

定

の
」

と

い
う
性

格

上

、
当

然

、
普

通

の
経
験

的
表

象

と

し

て
で
は

な
く

、
「
む

し

ろ

、
思
考

一
般

に
ぞ
く

す

る
が

ゆ
え

に
、
純

粋
的

に

知

性
的

」

な
も

の
と
し

て
実
在

す

る
、
独

特

の
或

る
も

の
で
あ

る

(
　

)

。

最
後

に
、

一
転

し

て
カ

ン
ト
以
降

の
ド

イ

ツ
観
念

論
哲

学

に

ひ
き

よ

せ
た
解
釈

の

一
例

を
紹
介

し

て
お
く

と
、

カ

ン
ト

が
統
覚

と
実

在

一
般

に

つ
い
て
語

る

「相

関

」
を

カ

ン
ト
以

上

に
徹

底

さ

せ

た
と

こ
ろ

で
、

「意

識

一
般
」

は
根

源

の
主
観

-
客

観

、

つ
ま

り
意

識

払
お

跳
対

象

の
根

底

で

あ
る

と
規
定

し

、
日

物
自

体

は
そ

の
意
識

一
般

が
感

性

に
反
映

し
た
も

の
、
ω

超

越
論
的

対

象

は
悟
性

と
感

性

の
結
合

に
映

じ
た
意

識

↓



㈲

般

、
日

可
想
体

(
ヌ
ー

メ

ノ
ン
)

は
悟

性

に
映

じ

た
意

識

一
般

で
あ

る
と

い
う

よ
う

に
し

て
、

た

い

へ
ん
見

事

に
処

理

さ
れ

る
。

最
後

の
可

想
体

は

同
時

に

「
理
念

」
的

な
も

の
で
あ

り
、

カ

ン
ト

に
よ

れ
ば

そ

の
理
念

は

「
そ
れ

に
合

致

す

る
ど

の
よ

う
な

対
象

」
も

感
性

的

経

験

の
う

ち

に
与

え

ら
れ

な

い

(
　

)
、

つ
ま
り

、
経

験
界

に
お

い
て

は

「
け

っ
し

て
十
全

に
提

示

さ
れ

え
な

い
」

(
　

)
、

そ
れ

ゆ
え
有

限
的

「悟

性

に
と

っ
て
は
大

き

す
ぎ

る
」

(
　

)

或

る
も

の

で
あ

る
。

そ
れ

は

無
制

約

的

に
拡

大

さ

れ
た

「
綜

合

」

の

ヘ

へ

ね

で

相

関
物

で
あ

る
か
ら

、
可

想
体

は
感

性

の
綱
約

を
取

り

は
ら

い
、
無
制

約
的

に
拡

大

さ

れ
た

「
悟
性

」
概

念

に
見

合

う
も

の
と

し

て
、
悟

性

に
映

ひ

た
物

自
体

で
あ

る
と

い
う

の
は

、
た

し

か

に
理
由

の
な

い

こ
と

で
は
な

い
。

し

か
し

、
右

の
処

理
全

体

の
究

極

根
拠

に
な

っ
て

い
る
、
物
自

体

は
意

識

一
般

に
相

即

し

、
そ

れ
は
意

識

一
般

が
根

源

の
主
観

ー
客
観

で
あ

る
と

い
う

こ
と

だ

と

い
う
主

張

に

つ
い
て
は
、
筆

者

と
し

て
は

そ

の
疑

非

を

に
わ

か

に
断
定

す

る

こ

と
は
控

え

た

い
。

む

し

ろ
筆
者

の
解

釈

で
は

、
く

り
か

え

し
主
張

し

た
よ

う

に
、
超

越

論

的

対

象

は
本

来

、
「
主
観
　

客

観

」
関

係

の

一
項

を

お
も

わ

せ

る

「
対

象

」

と

い
う
言

葉

が

ふ
さ
わ

し
く

な

い
、
或

る
根

源
的

で
全

体
的

な
企

投
＝

原

的
信

懸

に
よ

る
世

界
地

平

の
開

け
そ

の
も

の
で
あ

り
、

そ

の
限

り

筆

者

は

ハ
イ

デ
ガ
ー

の
解

釈

に
賛
同

し

た

の

で
あ

っ
た
。

し
か

し
同
時

に
、
超

越
論

的
対

象

に

一
種

の

「
物

自
体

」
的

性

格
を

も
認

め
る
点

で
は
、

筆
者

の
解

釈

は
、
物

自
体

に
全

然

言
及

し

な

い

ハ
イ
デ
ガ

ー

の
解
釈

と
も

異

な
り

、
む

し

ろ
ド

イ

ツ
観

念
論

哲
学

に
ひ

き
よ

せ
た
右

の
解
釈

の

一

面

に
、

つ
ま

り
物
自

体

、
超

越
論
的

対
象

、
可
想

体

は
す

べ
て
通
底

す

る
と

い
う
見

解

に
、
気
脈

を

か
よ

わ

せ
る
と

こ
ろ
が

あ

る
。

ω

哲
学
年
報
第
西
十

一
輯

に
所
収
。

〈

ヤ

ヘ

ヘ

へ

も

も

ヘ

へ

②

超
越
論

的
統
覚

の

「相
関
者
㎞
ど

い
う
よ
う

に
し
て
哲
学
的

に
把
握
す
る
の
で
は
な
く
て
、
文
字
ど
お
り
思

い
描
く
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は

「
死
」
を
手

掛
り
と
す
る
以
外

に
な

い
で
あ
ろ
う
。
「人
間

の
死
は
あ
ら
ゆ
る
経
験

の
終

り

で
あ
る
」

(
　

)

と
す
れ
ば
、
死
後

の
世
界

に
は
個
物
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

㈹

岩
濃
敏

「
"
超
越
論
的
対
象
"

に

つ
い
て
」
(福
岡
大
学
人
文
論
叢
第
牽

二
巻
第

三
弩
〉

に
そ

の

一
端
が
紹
介
、
批
判

さ
れ

て
い
る
。



ω

『
理
想
』
第
五
六
〇
号

に
駈
収
。
久
保
氏
は
統
覚

の
か
わ
り
に

「
そ
れ
自
体

に
お

い
て
私

の
内
部

に
あ
る
も

の
」
を
お
き
、
物
自
体

の
ほ
う
は

「
そ
れ

自
体

に
お
い
て
私

の
外
部

に
あ
る
も

の
」
と
言

い
か
え

て
も

い
る
、
久
保
氏
の
解
釈

で
間
題
に
な
る
の
は
、
後
者
が
前
者
と
の

「
因
果
関
係

」

の
な
か
で

「
原
因
」

と
し
て
の
性
格
を
付
与
さ
れ
た
と
き
後
者

は
超
越
論
的
対
象

で
あ
る

(
七
六
ペ
ー
ジ
)
と
解
釈
し
た
場
合

の
、
そ
の

「
因
果
」
が
ど
の
よ
う
な

性
格

の
も
の
か
を
説
朋

し
て
い
な

い
点

で
あ
ろ
う
。

一
般

の
研
究
者

の
言
葉

に
翻
訳

し
て
い
え
ば

、
物
自
体

の
原
因

性
を
ど
う
解
す

べ
き
か
、
自
発
性

の

根
源

で
あ
る
と
も
規
定

さ
れ
る
統
覚
が
鐵

に
た

い
す
る
果

の
位
置

に
お
か
れ
る
と
は
ど
う

い
う
意
味

か
を
説
明

し
て
お
く

の
が
、
少
な
く
と
も
親
切

と
い

う
も

の
で
あ
ろ
う
。

　
.

隈
元
忠
敬

「カ
ン
ト
に
於
"
る
先
験
的
対
象
の
一
考
察
」
(広
島
哲
学
会
編

『哲
学
鯨
第
五
輯
に
所
収
〉。

二

物
自
体
と
超
越
論
的
対
象

が
ん
ら
い
カ
ン
ト
の
理
論
哲
学
は
、
哲
学
思
想
史
的
に
は
、
デ
カ
ル
ト
に
お
け
る
幾
何
学
的
理
性
の
場
合
と
ほ
ぼ
平
行
し
て
、
量
や
実
体
や
因

ラ
ゆ
ず
カ
リ
フ

エ
ア
よ
ぎ
ゲ
ン

果

、
等

々

の
悟

性
範
瀦

の
総

元

締

め
ー

「
わ
れ
わ

れ

の
す

べ
て
の
認
識

の
根
元

能
力

」

(
　

〉
、

「
あ

ら

ゆ
る
概
念

一
般

の
運
搬

者
」

〈〉
巽

一

　
と
爵

さ
れ

る
超

越
論
的

統

覚

、
「
わ

れ
思

う
」

に
自

然

認

識

の
下
書

き

の
、

そ

の
ま

た
原

点

を
見

よ
う

と

し
た
哲

学

と
評

価

さ
れ

る

の
が
普

通

で
あ

る
。

要

す

る

に
、
カ

ン
ト

の
理
論

哲
学

は

、
科
学

を
人

間

理
性

の
発

動

の
産

物

と

み
な

し
、

そ
れ

ゆ
え
結

局

は

、
人

間
精

神

の
発

動

に
物

の
存
在

が

ヘ

ヘ

へ

存

在

で
あ

る
ゆ
え

ん
、

つ
ま

り
客
観

性

の
基

準
を

お

い
た

と

い
う
意
味

で
、
西
洋

の
近

代

に
固
有

の
主
体

性

の
哲
学

で
あ

る
と
さ

れ

る

の
で
あ

る
。

じ

っ
さ

い
ま

た

、
『
純

粋

理

性

批

判
』

の

「
原
則

論
」

な

ど
か

ら
受

け

る
率

直

な
印
象

は
、
主

に

「
時
間
」
を
場

面

と

し

て
展

開

さ
れ

る

「
統
覚

の
統
一
」

に
よ

る
外

延
量

や
連

続

量

や
因
果

性

、
等

々

の
基
礎

づ
け

、

つ
ま

り

は

一
種

の
科
学

基
礎
論

と

い
う

こ
と

で
あ

ろ
う
。

カ

ン
ト

の
哲

学

に

は
、
た

し

か

に
、
右

の
西
洋

近
代

に
特
徴

的

な
性

格

が
濃
厚

に
浸
透

し

て

い
る
。
物

の
存

在
形

式

で

あ
る
範
疇

は
、

カ

ン
ト



の
場

合

、
た

と
え
ば
中

世

の
ト

マ
ス
が

「
形
相
　

が
存
在
　

を

あ
た

え

る
」

と
か

「
あ
ら

ゆ
る
存
在

は
形
相

に
よ

っ
て
あ

る
」

と

い

エ
ヴ

セ

ブ
オ

ル
マ

ぬ

へ

う
場
合

の
形
相

"
形

式

の
よ

う

に
、
そ

の
存
在

が

同
時

に
形

相

で

あ

る
神

の
知

性

に
由
来

す
る
形

式

で
は
な

く

て
、
文
字

ど
お

り
人
間

「
悟
性

の

概

念
」

で
あ

っ
た
。

「
統
覚

の
統

一
は
、

し

か
し

、
経
験

に
お

け
る

あ
ら

ゆ

る
現

象

の
必
然

的

合

法

則

性

の
超

越
論

的

な
根

拠

で
あ

る
」
、
「
悟

性

自

身

が
自
然

の
諸

法

則

の
源
泉

で
あ
る
」

(
　

)

と

い

っ
た
発

言

は
、

近
代

的

な
人
間

理

性

雑
主
体

性

の
哲
学

と

い
う
右

の
標

準
的

な

受

け
と

り

を
強

力

に
支

援

す

る

で
あ

ろ
う
。

超
越

論
的

統
覚

縁

、
も

ち

ろ
ん

、
経
験

的

i
事

実
的

な
意

味

で

の
自

己

意
識

、
経

験

の
対

象

が
対
象

(存

在

者
)

と

し

て
現

成

し

て
い
る

と
き

も

ぬ

ヤ

へ

に
、

そ

の
事

実
的

対
象

と
並

ん

で
、
あ

る

か
は
対
応

し

て
事

実
的

に
存

在

す

る
心
理

的
事

実

と

し

て
の
自
己

意

識

と

い

っ
た
も

の

で
は
な

い
。

あ

ら

ゆ
る
表
象

に

「
わ

れ
思

う
」

が

「
伴

う
　

」

と

い
え
ば

誤
解

を
招

き

か
ね

な

い
が

、
統
覚

は
む

し
ろ
事

実
的

対
象

の
現
成

と

同
時

に
、

そ

の
現

成

の
た
め

に
消

耗

さ
れ

、

い
わ
ば

そ

れ

に
吸

収

し

つ
く

さ

れ
ー
…

存

在

す

る
も

の

は
端

的

に
対

象

の

み
と
な

り
ー
!

事

実

の
世

界

の
ど

こ

に
も

存
在

し

え
な

い

「
可
能

性

の
制
約

」

な

の

で
あ
る
。
初

期

ヴ

ィ
ト
ゲ

ン

シ

ュ
タ

イ

ン
に
な
ら

っ
て
言

え
ば

、
統
覚

は
事
実

の

「
世
界

に
は

の

ぞ
く

さ
な

い
」
も

の
、
「
世

界

の
限
界

「

の
よ

う

な
も

の
だ

が

、
し

か

し
そ
れ

に
し

て
も

主

体

性

の
哲

学

と

い
う
性

格

が

カ

ン
ト

の
哲

学

か
ら

消

え

て
な
く

な

る
わ
け

の
も

の
で
は

な

い
。

も

ち
ろ

ん
、

そ
う

は
言

っ
て
も

、
経
験

が

「
経
験

」

で
あ
る

と
有
意

味

に
、語
わ

れ

う
る

た
め

の
根
本

条

件

は
、

そ
こ

に
　

統

覚

に
由

来

す

る

i

「統

一
」

が
あ

る

こ
と

で
あ
り

、
「
経

験

」

の
こ
と

が
ら

と

「諸

現

象

の
綜

合

的

統
一
」

に
ぞ
く

す

る

こ
と
が

ら

と
は
同

義

で
あ

る

(
　

　
と

い
う

「
演
繹

論

」

や

「
原

則
論

」

の
精
神

を
単

純

に
否

定

す

る

理
由

も

ま

た

な

い
。

し

か

し
、

「
有

る

も

の

と
置

き

か

え

ら

れ

る

　」

と

い
う
古

来

よ
り

の
超
越

論

的

「
一
」

を

ま

っ
た

く
人
間

中

心
主
義

の
方
向

に
ね

じ
曲
げ

、

世
界

の
事

物

が
存
在

す

る
と

い
わ

れ

る
場
合

の

「
存
在

」

を
人
間

理

性

の
産
物

に
還
元

し

つ
く

す

こ
と
が

で
き

る

と
考

え

る
と
す

れ
ば

、
そ

れ
は

明
ら

か

に
極

端

で
あ

り
、

カ

ン
ト

と

い
え
ど
も

そ

こ
ま

で
断
説

し

て
い
る

わ
け

で
は

な

い
。

す
な

わ
ち

、
悟
性

が
経

験

を
可
能

な
ら

し

め
る
と
言

わ
れ

る

の
は
、
厳

密

に
は
、
人

間
的

経

験

の

「
形

式

(
形
相
　

)

に
し

た
が

っ
て
」



(
　

な

お
　

も
参
照

)

の

こ
と

で
あ

り

、
「
統

覚

の
綜

合

的
統
一
」

と

い
え

ど
も
経

験

が

可
能

な

た

め

の

「本

質

的

な

形

式
」

(
　

)

で
あ

っ
て
、
質
料

的

な
面

で
は

、
悟

性

作
川

に
還

元

で
き

な

い
も

の

で
あ
り

な

が
ら

、
し

か
も
経

験

を
可

能

に
す

る
も

の
の

余

地

を
、
暗

黙

の
う

ち

に

で
は
あ

れ
、

カ

ン
ト

は
た

し
か

に
残

し

て

い
る

の
で

あ
る
。

言

い
か
え

れ
ば

、
世
界

と
無
縁

な
人

間

を
考

え

る

こ
と
は
不

可
能

で
も

、
人

間

と

の
関
係

な

し

に
世
界

を
考

え

る

こ
と

の
ほ

う
が

ま
だ

し
も

可

能

だ

と

い
う

、
な

る

ほ
ど

一
見

、
独

断
的

で
は

あ
る

が
、

し

か
し
な

ん

と
し

て
も
無

下

に
は
拒

否

し

え
な

い
存

在

の
感
覚

を

、
人
間

の

「
有

限
性

」

に
あ

れ

ほ
ど
執

心
し

、
客

観

の

「
現

実

存

在

」

と

は

「
そ
れ

が
思
考

の
外

に
そ

れ
自

身

で

定

立

さ

れ

て

い
る
」

(
　

)

こ
と

で
あ

る

そ
れ

ゆ
え

に

こ
そ
、
単

な
者

概
念

に
よ

る

(最

高

に
実
在

的

な
)

実
在

の
証
明

、

つ
ま

り
存
在

論
的

証

明
も

不
可

能

で
あ

っ
た
ー

と

も
語

る
カ

ン
ト
が

、
全
然

、
無
視

し

た

は
ず

は
な

い

の
で
あ

る
。

時

間

、
空
間

お
よ

び
悟
性

概
念

と

い
う

「
形
式

(
形
相
)

に
し

た
が

っ
て
」

あ
る
事

物

は
、

カ

ン
ト

の
術

語

で
は
広
義

の

「
現

象
」

と

よ
ば

れ

る

が
、

こ

の
現
象

に

つ
い
て

「
絶

対
的

全
体

」

を
語

る

こ
と

は
不
可

能

で
あ

る
。

つ
ま

り

、
諸
現

象

の
系
列

の

「
綜
合

に

お
け

る
或

る
完

結

し

た

も

の
」

が
現
象

(事

実
)

の
次

元

で
現
象

(事

実
)

的

に
与

え

ら
れ

て
い
る

と

い
う

こ
と

は
断

じ

て
な

い
の

で
あ

る

(
　

)

。

時
間

、
空

間

お
よ

び
概

念

を
本

質

的

な
形

式

と
す

る
と

い
う
意

味

で

は

(広

義

の
)

理

性

の
産
物

と

い
え

な
く
も

な

い
現
象

的
事

物

は

、
『
純

粋

理
性

批
判

』
後

半
部

分

の
右

の
根

幹
的

洞
察

が

し

め
す
よ

う

に
、
絶

対

に

そ
れ
自
身

で
完

結

し

て
は

い
な

い
の

で
あ
る

が
、

カ

ン
ト
を
離

れ

て

い

っ
て
も

、
世
界

が
人

間

に

ぞ
く
す

る

の

で
は
な
く

て
、
人
間

が
世

界

に

ぞ
く

す

る
、
あ

る

い
は

、
世
界
像

は
企
投

で
き

て
も

、
世
界

そ

の
も

の

は
主

体

の
能

動
的

企
投

の
対

象

で
は

な

い
と
見

る

の
が

、
意
識

(
コ
ギ

ト
)

の
立

場
を

確
立

す

る
た

め

の
デ

カ

ル
ト
的

な
懐
疑

手

続
き

の
人

為
性

に
対

し

て

、
ず

っ
と
自

然

で
は

あ
ろ

う
。
知

覚
物

の
例

で

い
う

な
ら

ば

、
物

が
本
当

に
存
在

す

る
、

つ
ま

り
知
覚

す

る
人

間

の
主
観

性

か
ら

超
越

的

に
存

在

す

る
と

い
う

こ
と

は
、

フ

ッ
サ
０
－
ル
も
指

摘

し
た

よ
う

に

、
物

の
知
覚

経
験

が

「
先
取

り
」

的

で
あ
り

・

つ
ね

に

「
不

完
全

」

で
「
一

面
的

」

で
あ
る

と

い
う

こ
と
、

す
な

わ

ち
、
現

に
成
立

し

て
い
る
知

覚
以

上

の

「無

限

の
可
能

的

経
験

」

の
地
平

が

「
開

か

れ
」

て

い
る
と

い
う

に

こ
と

に
他

な

ら

な

い
が
、
可

能
的

経
験

の
余

地

が
無
限

に
開

か

れ

て

い
る
と

い
う

こ
と

は

、

コ
ギ

ト

の
主
観

性

に
す

べ
て
を
還

元

し
た

が

っ
た

フ



ッ
サ
ー

ル
現
象

学

そ

の
も

の
の
意

図

に
は
関
係

な
く

、
本
来

、
人

間

が
物

そ

の
も

の

に
従

う

の

で
あ

っ
て
、
物

が
人
間

に
ぞ

く
す

る

の
で

は
な

い

も

ヘ

ミ

へ

と

い
う

こ
と

を
意
味

す

る

は
ず

で
あ

る
。
逆

に

い
え
ば

、
人

間

が
経

験
す

る
限

り

で

の
本

当

の
物

、

カ

ン
ト

の

い
う

現
象

と

し

て
の
物

は

、
文

字

ど

お
り

「
一
面

的
」

で
あ
り

、
「
不
完
全

」

で

あ

っ
て
、

そ
れ
自

身

で
完

結

し

て
は

い

な
い

の

で
あ

る
。

い
わ

ゆ

る

「
触
発

」

の
理
論

に
曖
昧

さ

が
残

る

こ
と

は
否

定

で
き

な

い
に
し

て
も

、
ま

た
特

に

、
「触

発

」

そ
れ
自

身

は
感

性

の
変

様

で
あ

り
、

そ

こ
か

ら

「
他

」

な

る
対

象

に
関

係

し

て

い
る
と

い
う
意

味

は
け

っ
し

て
生

じ

て

こ
な

い
、

す

な

わ

ち

、
「
わ

た

し

の
内

に

感

性

の

こ

の
触

発

　
が

あ

る
と

い
う

こ
と

は
、

そ
う

し
た
表
象

の
な

ん
ら

か

の
客
観

へ
の
関

係

づ
け

を
ま

っ
た
く
意

味

し
な

い
」

(
　

)

に
し

て
も

、
他
方

、
主
体

の
純

粋

の
自
発

性
だ

け

で
単
純

に
万

事
終

り

と

し
な

か

っ
た

の

は
、
現
象

に

つ
き
ま

と
う
右

の

「
不
完

全

」
性

、
非

「
全

体

」

'

性

を

カ

ン
ト
が
軽
視

し
た

の

で
は
な

い
証
拠

で
あ
ろ

う
。

も

も

ヘ

ヘ

ヘ

へ

「
超
越

論
的

感
性

論
」

の

テ
ク

ス
ト

に
は
物
自

体

が
触
発

す

る

と

い
う
措
辞

は

じ

っ
さ

い
に
は
見

ら
れ

な

い
が
、
有

限

的
認

識

の
発

生
理
論

上

、

感
性

を
触

発

す

る
元

の
も

の
は
物

自
体

で
な
け

れ
ば

な
ら

な

い
の
か
ー
-…

事
実

、
『
純
粋

理
性

批
判

』

の
解

説
書

で
も

あ

る

『
プ

ロ
レ
ゴ

ー

メ
ナ
』

に
は

、
「
諸

現

象

の
根

底

に
は
物

自

体

そ

の
も

の
が
あ

り
…
…
中

略

…
…

わ

れ
わ

れ

の
感
宮

が

こ

の
知

ら

れ
な

い
或

る
も

の
に
よ

っ
て
触
発

さ

れ

③

る
…
…
」

と

記

さ
れ

た
個
所

が

あ

る
ー

。

そ
れ

と
も

、
感

性

論

の
テ

ク

ス
ト

に

じ

っ
さ

い
に
見

ら
れ

る

「諸

対

象

に

よ

っ
て
触

発

さ
れ

る
」

(
　

、
「
諸

客
観

に
よ

っ
て
触

発

さ
れ

る
」
(
　

)

等

々

の
措

辞

を

そ

の
ま

ま
額

面

ど

お
り

に
受

け
と

り
、
普

通

の
経
験

的
諸

対

象

、
諸
事

物

が
感
官

を
触
発

す

る

と
解

す

べ
き

で
あ

る
か
。

あ

る

い
は
、
物

自
体

が
経

験

的
諸

対
象

の
根

底

に
あ

っ
て
そ
れ

ら

を
支

え
、

そ

の
経

験
的

諸

対
象

が
感

性

を
触
発

す

る
　

に

は
、

「
物

自

体

が

そ
れ
を

通

じ

て
わ

れ

わ
れ

を
触

発

す

る
諸

表

象
」

と

い
う
言
葉

が

み
ら

れ

る
　

と

い
う

二
段
階

の
構

造

に
な

っ
て

い
る

の
か
。

そ
も

そ
も

、
触

発
と

は
ど

う

い
う
性

格

の
作
用

で
あ

る
の

か
。

そ
れ

は

一
種

の
因

果
作

用

か
、

そ

れ
と
も

、
も

っ
と
別

の
性
格

の
な

ん
ら

か

の
関

係

で
あ

る
の

か
。
以
上

は
、

た
し

か

に
困

難

な
諸
問

題

で

は
あ

る
。



ぬ

ヘ

セ

し
か

し
物
自

体

が

、
お

お
む
ね

「
知

ら

れ
な

い
」

と

い
う
形

で

は
あ
れ

、

そ
れ

で
も

い
ず

れ
は
消

去

す

べ
き
相
手

と
し

て

た
ん

に
否
定

的

、
消

極

的

な
も

の

と

の
み
は

い
え

な

い
形

で
、

つ
ま
り

、
「
諸

現

象

の
根

底

に
あ
る

で
あ

ろ
う
物

自

体
」
　

)

と

い
う
形

で
も

登
場

し

て
く

る

の
は

、

い
ず

れ

に
し

て
も

、
銭

に

、
「
感

性

を
ま
ず

分
離
」

(
　

)

し

て
考

察

す

る
方

針

の

「感

性

論
」

の

レ
ヴ
ェ

ル
、

つ
ま

り
認

識

経

験

に

お
け

る
受
容

性

と
直
接

性

の
契
機

を

そ
れ

だ

け
と

し

て
抽

象

し
た
場

面

に
お

い
て

で
あ

る
。
な

お

、
『
プ

ロ
レ
ゴ

ー

メ
ナ
』

の
感

性

論

に

相

当

す

る
個
所

、

つ
ま

り

「
第

一
部

い
か

に

し
て
純

粋

数

学

は
可
能

か
」

に
お

い

て
は
、

「
わ

れ
わ

れ

に
は
知

ら
れ

て

い
な

い
が

、
し

か

し
そ

れ

に
も

か
か

わ
ら
ず

、
現

実
的
　

な

あ

の
対
象

」
、
す

な
わ

ち

、
「
そ

れ
自

体

で
あ

る

で
あ
ろ

う
」
物

の
余

地

を
残

し

て

い
る
と

こ
ろ
が
、

鋤

カ

ン
ト
自
身

の
哲
学

と

い
わ

ゆ

る

「
観
念

論
に

の
根

本
的

相
違

で
あ

る
と

さ
れ

て

い
る

ほ
ど

で
あ

る
。

以

上

に
反

し

て
、
「
演

繹

論

」

や

「原

則

論

」

に
お

い
て
は
、
物

自

体

は
わ
ず

か

に
否

定
的

に
、

つ
ま
り
認

識

の
対
象

が
物

自

体

で
あ

る

と
す

る
な

ら
ば

、

そ

の
対

象

の

ア

・
プ

リ

オ
リ
な
認

識

は
成

立
す

る

は
ず

が
な

い

(
　

)

と

い
う

形

で
、

あ
る

い
は

、
事
物

が
現
象

と

し

て
で

は
な

ミ

ヘ

へ

も

く

て
自

体
的

に
な

ん

で
あ
る

か
は
知

ら

れ

な

い

(
切
一
象

)

と

い
う
形

で

の
み
言

及
さ

れ

て

い
る
。

そ
れ

ゆ
え

、
感
性

論

の

レ
ヴ

ェ
ル
で

の

「
諸

現

象

の
根
底

に
あ
る

で
あ

ろ
う
物

自
体
」

を
、

カ

ン
ト
本
来

の
経

験

に

か
ん

す
る
超

越
論

的

理
説

に

そ
ぐ
わ

な

い
も

の
と
決

め
、

は
じ

め
か

ら
消
去

す

る

こ
と

に
し

て
お
く

の

で
な

い
限
り

、
「
演

繹

論

」

に
お
け

る
分
析

の

レ
ヴ

ェ
ル
、

つ
ま

り

、
認

識

経

験

の
諸

働

面

を
覚
知

の
綜

合

、
再

生

の

綜

合

、
再
認

の
綜

合

と

い
う
よ

う

に
、
す

べ
て

「
綜

合
」

(自

発

性

)

の
位

相

の
も

と

に
分
析

す

る
、

そ

の
分

析

の

レ
ヴ

ェ
ル

の
変

化

に
見
合

っ

た
形

の
物
自

体

の
変

容

物
を

か

ん
が

え

て
み
る

の
は

、
成

り
行
き

上

、
当
然

で
あ
ろ

う
。

つ
ま

り
、
物

自
体

が
綜

合

の
根

源

で
あ

る
統
覚

の
相

関

者

と

し

て
の

「
超

越
論
的

対

象
」

に
変
容

し
た

と
解

釈

し

て
も

、
そ

れ
ほ
ど

不
自

然

で
は

な

い
は
ず

で
あ

る
。

念

の
た
め

に
書

き
添

え

て
お
け

ば

、
「
超
越
論

的

対
象

」

と
物
自

体

と
が

通
底

し

あ
う

な
ん
ら

か

の
も

の
を

も

つ
と

い
う
筆

者

の
解
釈

は

、
「
と

こ
ろ
で

、
わ

た
し

の
対
象

概
念

を
超

越
論

的
意

味

に
ま

で
高

め

る
や

い
な

や
、

そ

の
家

は
全

然

、
物
自

体

そ

の
も

の

で
は
な

く

て
、

た
ん

な

る
現

象

で
あ

る
、

つ
ま

り
、

そ
れ

の
超
越

論
的

対
象

が
知

ら

れ

て

い
な

い
と

こ
ろ

の
表

象

で

あ
る
」

(
　

と

い
う

「
原
則

論
」

に
お

け

る
カ

ン
ト
自

身

の
コ

メ
ン
ト

に
よ

っ
て
、

か
な

り
強
力

に
支

持

さ

れ
る

で
あ

ろ
う

。



対

象

概

念

を

「超

越

論

的

意

味
」

に
ま

で
高

め
る

と

い
う

の
は

、
ブ

ラ
ウ

ス
が
指
摘

す

る
よ
う

に
、

た

し
か

に
経

験

に
か
ん

す
る
非

経

験

的

糞
超
越

論
的

な
反

省

で
あ
る
哲

学

の
立
場

か
ら

み
れ
ば

と

い
う

こ
と

で
あ
ろ

う
が

、

こ

の
反

省

の
立
場

か
ら

み

て

「
現
象

偏

な

い
し

「
表

象
」

で

あ

る
も

の
の
反

対
側

に

つ
い
て
は

、
「
物
自

体

」

と

「
超

越

論

的

対

象
」

と
が

た
ん

な

る
言

い
か

え
と

し

て
用

い
ら

れ

て

い
る
点

が
注

目

に
値

す

る

の
で
あ

る
。

「
原
則

論
」

の

こ
の
個

所

の
超

越

論

的

対

象

を

「
演

繹
論

」

に

お
け

る
そ

れ
と
直

ち
に
同

一
視

す

る

の
は
危

険

か
も

し
れ

な

い
が

、

纈

と

に
か
く
言

葉

と
し

て
ま

っ
た
く
同

じ

「
超
越

論
的

対
象

」

が
物

自
体

の
言

い
か

え

と
し

て
使
用

さ

れ

る
例

が
あ

る
と

い
う
事

実

は
尊

重

す

べ
き

で
あ

ろ
う
。

ま

た
、
超

越
論

的
対

象

が
超

越

論

的

客

観

と

よ
ば

れ

る
場
合

も

あ

る

こ
と
は

す

で
に
指

摘

し

た

と
お
り

で
あ

る
が

、
「
わ

れ
わ

れ

が
物
質

と
名

づ
け

る

こ
の
現

象

の
根

底

で
あ
る

で
あ

ろ
う
超

越

論

的

客

観

は

、
し

か
し
単

な

る
或

る
も

の
で
あ

り
…

…
」

(
　

)

、

あ

る

い
は
、

「
現
象

の
原

因

で
あ

り

(
し

た
が

っ
て
、
そ

れ
自

身

は
現
象

で
は

な

い
)

超
越

論
的

客
観

…

…
」

(
　

)

と

い
う
文

章

に
お
け

る
超

越

論

的
客

観

が
物
自

体

の
同
義

語

と

し

て
用

い
ら
れ

て

い
る

こ
と
も

、
前

後

の

コ
ン
テ

ク

ス
ト

に
照

ら

し

て
間

違

い
の
な

い
と

こ
ろ

で
あ

る
。

引
証

つ
い
で

に
も

う

一
個
所

あ
げ

て
お
く

と
、

A
版

の
誤
謬

推
理

に
は
、

「外

的

諸

現

象

の
根
底

に
あ

っ
て
、
わ

れ
わ

れ

の
感

官

を
触

発

す

る

…

…
中

略
…

…
或

る
も

の
」

は
、
「
可
想
体

と

し

て

(
あ

る

い
は
、
も

っ
と
適
切

に
は
、

超
越
論

的

対
象

と
し

て
)
」

(
　

)

考

え
ら

れ

る

と

い

う
記

述

、

あ
る

い
は

、
「
物

そ
れ

自
体

(超

越
論

的
客

観
　

と

い
う
表

記

が

あ
り

、
物

霞
体

、
超

越
論

釣
』対
象

、
可

想
体

の
三
者

す

べ

て

に
通

底

し
あ

う
も

の
が

あ

る

こ
と
を
示

唆

し

て

い
る
。

以
上

の
よ
う

な
わ

け

で
、

一
種

、
独
断

形
而

上
学

的

に
経

験

の
背
後

に
想
定

さ

れ
た

ウ

ル
ト

ラ
客

観

物

の
よ

う

に
も

み
え

た
物
自

体

は

、
理
性

の
自
発

性

を
要
諦

と

す

る
カ

ン
ト
理

論
哲

学

に
は
本

来

そ
ぐ

わ

な

い
も

の
と
し
て
、
い
か
な

る
意

味

で
も

リ

ァ
リ
テ
ィ
ー

の
伴

わ
な

い
単

な

る

「
限

界

概
念

」
、

つ
ま
り

、
「
感

性

の
越

権

を
制

限

す

る
た

め

の
限

界

概

念

」

(
　

、

「
わ
れ

わ

れ
の
直
観

様
式

は

い

っ
さ

い

の
物

に
で

は
な
く

て
、
た
だ

わ

れ
わ

れ

の
感

官

の
諸

対
象

に
の

み
関

係

し

、
そ

れ
ゆ

え
、

そ

の
客

観

的
妥

当
性

は
制

限

さ

れ

て

い
る
」

(
　

)

と

い
う

「
た
ん

に
否
定

的
意

味
」

で

の

「
可
想

体
」

概
念

に
全

面

解
消

し

、

そ
れ

ゆ
え
解

釈

の
方
針

と
し

て
は
最

初

か
ら
排

除

す

る

こ
と

に
決

め



て
お
く

な
ら
話

は
別

で
あ

る
が

、
そ

う

で
な

い
限

り

、
事

物

経
験

の
分
析

の

レ
ヴ

ェ
ル
が

深
化

し
、

受
容

性

や
直

接
性

を

も
綜

合

と

の
連

関

の
も

と

に
考
察

す

る
よ

う

に
な

る

に
伴

い
変
容

し
、
統
覚

と
表

裏

一
体

の
超

越
論

的

対
象

に
な

っ
た

と
見

な

し

て
、
そ

れ

ほ
ど
不
都

合

は
な

い
の

で
あ

る
。そ

の
証
拠

に
、
先

き

に
言

及

し

た
A
版

の

「
現
象

体

と
可

想
体

」

に
お

け

る

「
感
性

的

直
観

一
般

の
対
象

で
あ

り

、
し

た
が

っ
て
あ
ら

ゆ

る
諸

現
象

に
た

い
し

て

一
様

で
あ

る
」

(
　

)

或

る
も

の

"
X

と

い
う
超

越
論
的

対

象

の
規

定

は
、

そ

の
出

自

が
感
性

論

に
お
け

る
物
自

体

に
ま

で

遡

る

こ
と

を
暗

示
し

て

い
る

と
解
釈

す

る

こ
と
を
許

す

で
あ

ろ

う
。

い
ず

れ

に
し

て
も

、
「
感

性

論

」

の
ウ

ル
ト

ラ
客

観

物

と
し

て

の
物

自

体

は

、
な

ん
ら

か

の
変

容

を
蒙

ら

な

い
で
は
済

ま

な

い
も

の

で
あ

る
。

な

ぜ
な

ら

、
通
常

の
経

験
的

対
象

、
客

観
物

は
、
感
性

が

感
受

し
悟

性

が
統

一
を
付

与

し

て
認
識

す

る

「
現
象

」

で
あ

る
以
外

に
な

い
と

す

る
立

場

、
す

な
わ

ち

、
「
わ

れ
わ

れ
が

(
経

験

的

意

味

で

の
)
自

然

と

い
う

こ
と

で
理
解

し

て

い
る

の
は

、
そ

の
現
存

在

に

か
ん

し

て
必

然
的

規

則

、

つ
ま

り
法

則

に
し

た
が

っ
た
諸

現
象

の
連

関

で
あ
る
」

(
　

)

と

い
う
立

場

を
徹
底

す

る

か
ぎ
り

、

い
ま
目

の
ま

え

に
あ
る
物

体

に

ど

ん

な
操

作

を
加

え

た
と

こ
ろ

で
、

た

と
え
ば

ど

こ
ま

で
も
微
小

な
構
成

.要
素

に
分

解

し

、
あ

る

い
は

い
か
な

る
試
験

液

に

い
れ

て
み
た

と

こ
ろ

で
、

そ
れ

ら

の
構

成
要

素

や
変

化
も

ま

た

「
現

象
」

で
あ
り

、
現
象

と

し

て

の
客
観

物

と

は
異

な

る
ウ

ル
ト

ラ
客
観

物

な

る
も

の

に
は
、

け

っ
し

て
逢

着

し

な

い
か
ら

で
あ

る
。

ラ

イ
プ

ニ

ッ
ツ
の
単

子
論
批

判

の
体

裁

を

と
る

「反

省

概
念

の
多

義
性

」

に

お

い
て
、

カ

ン
ト
自
身

が
力

説

す

る
よ

う

に
、
ど

こ
ま

で
い

っ
て

も

、
関
係

を
離

れ

た
物

の
端

的

に

「
内

な

る
も

の
　

」

に
遭

遇

す

る

こ
と

は
な

い
。
近

代

の

「
自

然
」

が

一
般

に
そ
う

で
あ

る

よ
う

に
、

カ

ン
ト

の
意
味

で
の

「
自

然

」
も

「諸

事

物

の
内

な

る
も

の
」
、

つ
ま
り
隠

さ
れ

た
本

質

か

ら
成

る

の

で
は
な
く

て
、
た

ん

に

「
わ

れ

わ
れ

に
現

象

す

る
諸

事
物

」

か
ら
成

り

(
　

)
、
そ

の
場
合

の

「
現

象
」
の
現

象

た

る

ゆ

え

ん
は

、
「
た
ん

な
る
諸

関
係
　

の
総
体

」

(
　

)

、

つ
ま
り
時

間

と
空
間

の
言
葉

ー

自

然
全

体

の

「
現
象

」
性

格

を
さ

さ

え

て

い
る

の
が

こ

の
時

間
空

間

の

「
現
象

」
性

格

で

あ

る
ー

言

い
か
え

れ
ば

数
学

の
言
葉

で
記
述

で
き
る
も

の
の
総
体

で
あ

る
と

こ
ろ

に
あ

っ
た

。



な
お

、
カ

ン
ト

の

い
う

「
現

象

」

は
狭

義

に
は

「
直

観
」

と
周

じ

で

あ
り

、
そ

の

「
現
象
」

は
結

局

、
主

観

の
心
意

識

の
状

態

と

い
う

こ
と

に

な

っ
て
し

ま
う

。
し

か
し

そ

の
場
合

、
「
わ
れ

わ
れ

に
現

象

す

る
諸

事

物

」
が

心

意

識

の
状

態

で
あ

る

(
主

観
的

〉
表

象

の
変

様

と
し

て

で
は

な

く

、
文

字
ど

お

り
諸

事

物

、
客
観

的
諸

対

象

と
し

て
わ

れ
わ

れ

の
鰻
前

に
存

在

す

る

の
は
、

な
ん

ど
も
力

説

し

た
よ

う

に
、
狭
義

の

「
現

象
」
 

主
観

的
表

象

が
悟
性

に
よ

っ
て
概

念
把

握

さ
れ
解

釈

さ

れ

る
そ

の
解

釈

の
働

き

と
同
時

に
、

つ
ね

に
す

で

に
、
「
現

象
」

は

「
超

越

論

的

対

象

」

の

の
ほ
う

に
向

け

て
超

出

さ

れ
、

そ

こ
に
主
観

の
心
意

識

に
と

っ
て

「
他
」

な

る
も

の
が
現

成

す

る
か
ら

で
あ

っ
だ
。

以
上

の
よ
う

に
し

て
、

「
超

越

論

的

対

象
」

と

い
う

一
点

を
不

問

に
付

す

か
ぎ

り

、
す

べ
て
は

「
現
象

す

る
諸

事

物
」

に
解

消

す

る
よ

う

に
見

え

る
。
そ

れ

ゆ
え
故
岩

崎

武
雄

教
授

は

、
「
感

性

を
触
発

す

る
も
の

と
し

て
の
物
自
体

の
存

在
を
考

え

る
と

い
う

こ
と

は
確
か

に
極

め

て
不
合
理

で

あ

る
。
…

:
・中

略
…

…

し

か
し
わ

れ
わ

れ

が
先
入

見

を
も

た
ず

『
先
験

的

感
性

論
』

を
読

め
ば

、
そ

こ

に
感

性

を
触

発

す

る
物

自
体

が
存
在

す

る

と
考
え

ら

れ

て

い
る

こ
と
は
否

定

す

る
こ

と
が

で
き

な

い
の

で
あ

る
。

だ
が
私

は

こ

の
点

に
は
余

り

こ
だ

わ

る
必

要

は

な

い
の

で
は
な

い
か
と
考

え

る
。

:
・…
中

略

…
…

カ

ン
ト

は
決

し

て

『
純
粋

理
性

批

判
』

全
体

を

通
じ

て
物

自
体

の
概

念

を
岡

一
の
意

味

で
考

え

て

い
る

の

で
は
な

い
」

と

い
う
具

合

に
、
カ

ン

ト

の
分
析

の

レ
ヴ

ェ
ル
が
高

ま

る

に
し
た
が

い
、
物

自

体

の
概

念

も

異

な

っ
た
意

味

を
帯

び
、

し
た

が

っ
て
、
「
物

自

体

の

の

概
念

を

す

べ
て
同

一
の
意

味

に
解

そ
う

と
努

力

す
る

こ

と
は
恐

ら

く
徒
労

に
終

わ

る
外

は
な

い
で
あ
ろ

う
」

と
判

定

さ
れ

都
。

ヘ

ヘ

へ

た
し

か

に
、

一
種

、
独

断
形

而
上

学
的

に
現
象

の
背

後

に
想
定

さ
れ

る
ウ

ル
ト

ラ
客
観

物

と

し

て
の
物

霞
体

は
、
経
験

へ
の
反
省

の
深
化

と

と

も

に
変

容

を
ま

ぬ
が

れ

な

い
も

の
で
あ

っ
た
。

し

か
し
変

容

は
消
去

と
は

異
な

る
。
故

岩

崎
教

授

は

、
「
『
先

験
的

分
析

論
』

に
お

い

て
は
物
自

体

と
は
決

し

て

そ

の
存
在

を

積
極

的

に
主
張

し
得

な

い
も

の
、
単

な

る
限

界
概

念

(
　
　

)

と

し

て
消

極

的

な
意
味

に

お

い
て
用

い
ら

れ

る

べ
き
概
念

と
考

え

ら
れ

て
い
る

の

で
あ

る
」

と
解

釈

し

て

い
る
が

、
は

た

し

て
物
自

体

は

た
ん

に
限
界

概
念

と
し

て

い

っ
さ

い
の
リ

ア
リ

テ

ィ
ー
を
剥

奪

さ
れ

る

に
ま

か
せ

る
の

で
あ

ろ
う

か
。

『純

粋

理

性

批

判
』

の
テ
ク

ス
ト
全

体

の
数

々

の
個

所

に
照

ら

し

て
、

カ

ン
ト
が

「経

験

の
可
能

的

諸

対

象

と

し

て

の
諸

現

象
」

(
　

　
)
と

は
異

な
る
或

る
も

の
と

し
て
物
自

体

に
欝

及

し

て

い
る

こ
と
は
絶

対

に
否
定

で
き

な

い
以

上

、
わ
れ

わ

れ
は

む

し
ろ

「
隈
界

概
念

」

へ



の
早
急

な
解

消

を

つ
つ
し

み
、
物

自

体

の

「
存

在
」

に

「
こ
だ

わ

る
」

べ
き

で
あ

ろ

う
。

な
ぜ

な

ら
、
個

々
的

な
現

象

"
事

物

と

は

「
異

」

な

る
、
そ

れ

ゆ
え

、

一
種

、

「物

自

体
」

的

に
異
様

な
世

界

地

平

と

い
う
も

の
が

、
当

の
主

題
的

ー
個

々
的

な
経

験

に
さ

い
し

て
、
あ

ら
が

い
難

く

「
お

の
れ
を

示

し
」

て

い
る

か
ら

で
あ

る
。
経

験

の
主
題

で
あ

る
図

"
個
物

を
抜

き

に

し

て
考

え

た

「
つ
ね
に

一
様

の
　

」
地

"
世

界
地

平

そ

の
も

の
は

、
物
自

体

に
劣

ら
ず

「
異
様

」

で
あ
る

が
、

し
か

し

そ
れ

で

い

て
地

平

は
経
験

に
け

っ
し

て
無

「
関
係

」

で
は

な

い
の

で
あ

る
。

す
な

わ
ち

、

そ
の

つ
ど

の
個

々
的

な
事
実

意
識

に
で
は

な
く

て

、
「
わ

れ
思

う
」
と

い
う

根
源

の
意

識

(統

覚
)
と
表

裏

一
体

の
世
界

地

.平

(
超

越
論

的
対

象
)

が

存
在

す

る
と
、い
う

一
種

の

「
超
越

論

的
真

理
」

は

、
文
字

ど

お
り

、
経

験
的

「
認

識

へ
の

一
般
的

な

関
係

の
う
ち

に
」

(
　

へ

　

　
)

に
あ
り

、
け

っ
し

て
個
物

経
験

と
無

「関

係

」

の
超
絶

的
　

独
断

形
而
上

学
的

な
真

理

で
は

な

い
ば

か

り

が
、

す

で
に
究
明

し

た

よ
う

に
、
経
験

さ

れ

る
当

の
個

物

を
主
観

の
意

識

の

た
ん
な

る
変
様

や
産
物

に
終

ら

せ
な

い
根
拠

に
な

っ
て
も

い
る

の
で
あ

る
。

超

越
論
的

対

象

に
変

容

し

た
か

ぎ
り

で

の
物

自
体

は

、
す

で
に
言
及

し

た
よ

う

に
、
感
性

的

に
直
観

さ
れ

る
現
象

の
多

様

を
悟

性

の
概
念

作
用

に
よ

っ
て
統

握

し

た
も

の

で
あ
る
個

々
的

な
経

験

の
対
象

が

、
主
幹

の
直

観

や
概

念
作

川

に
か

か

る
も

の
で

あ
り
な

が

ら
も

、
経
験

上

、

そ

の
主

観

の
意

識

の
変
様

や
産

物

と

し

て
で
は

な
く

、
主
観

に
と

っ
て

「
他

」

な

る
も

の
、
主

観

と
は

「
異
」

な

る
も

の
と

し

て
与

え
ら

れ

る

こ
と
を
可

能

に
し

て

い
る
究
極

の
根
拠

で
あ

っ
た
。

「
経
験

」

と

い
う

こ
と
は

、

一
面

で
は
、

主
観

が
自

己

に
と

っ
て

「
他
」

な

る
も

の
を
経

験

す

る
と

い
う

こ
と
を

そ

の
意
味

の
本

質

的
部

分

と

し

て

い
る
以
上

も

う

一
方

は

、
『
純

粋

理
性

批

判
』

に
お

け

る
カ

ン
ト
が

主

に
強

調

し

て

い
る
よ
う

に

、
経

験

が
経

験

で
あ

る

た
め

に
は

な

ん
ら

か

の

「
統

一
」

が

な

け

れ

ば
な

ら
な

い
と

い
う

側

面

で
あ

る
が

、
し

か
し

統

一
や
そ
れ

に
伴

う

「
必

然

性
」

の
み

か
ら

は
、
厳

密

に
は

、

「
他
」

な

る
も

の
と

い
う
意

味

は
導
出

で
き

な

い
。

概
念

が

「
な

ん
ら

か

の
対

象

へ
の
関

係

」
を

も

つ
た

め

に
必

要

な

「
た
ん

に
思

考

の
統

一
性

以

上

の
或

る
も

の
」

(
　

)

を

カ

ン
ト
は

「
直
観

」

と

み

る
場

合

も

あ

る
が

、
「
直

観

」

そ
れ
自

身

も

厳

密

に

は
主

観

の
変

様

で
あ
る

こ
と

は
、
上

述

の

「
触

発
」

の
場

合

と
同
様

で
あ
る

経

験

を

「
他
」

な

る
も

の

の
経

験

、

つ
ま
り

は

「経

験

」

た
ら

し

め
る

た
め

の
場
を

究



極

の
と

こ
ろ

で
確
保

し

て

い
る

な

に
か
が

な
け

れ
ば

な
ら

な

い
の

で
あ

り
、

そ
れ

が
経

験

を

「
経

験
」

た
ら

し
め

る
当

の
も

の
と
し

て

そ
れ
自

身

は
も

は

や
経

験

的

で
は

な

い
、
物

自

体

に
通

底

す

る
と

こ
ろ

の

、
「
非

経

験

的

、

つ
ま

り
超
越

論

的

な
対
象

鰻
X
」

で
あ

っ
た
わ

け

で
あ

る
。

注

同
様

の
例
は
…
…

「
自
由
」
の
問
題

に
か
ん
し
て
で
は
あ
る
が
　

に
も
見

え
る
。

⑦

岩
崎
武
雄

『
カ
ン
ト

「
純
粋
理
性
批
判
」

の
研
究
』

(勤
草
書
房
)
八
〇
ー

八

一
ペ
ー

ジ
を
参
照
。

　
に
も

、
「超
越
論
的
真
理
」

に
か
ん
す
る
同
趣
旨

の
発
言

が
み
ら
れ
る
.

三

物

自

体

の

「
異

」

様

さ

と

「
全

体

」

の

超

越

性

も

ち

ろ
ん

、
物
自

体

に
通

底

す

る

と

い

っ
て
も

、

そ

の
場

合

の

「
物
自

体
」

が

、
『
純

粋

理

性

批

判
』

の

テ
ク

ス
ト
そ

の
も

の

に
即

し

て
、
厳

密

に
は

な

に
を
意
味

す

る

か
は

、

そ
れ
自
身

ま

た

一
つ
の
問

題

で
あ
り

、
最

近

で
は
、

「
物
」

と

「
自

体

」

を
直

結

し

た

「物

自

体

」

と

い
う
言

葉

が

や
や
も

す

れ
ば

連

想

さ

せ
が
ち

な
超

絶
的

ー
独

断
形

而
上

学
的

な

二
世

界
論

的
仮

構
物

を

カ

ン
ト

が
考

.尺
て

い
た

の
で
は

な

い
こ

と
を
強

調

す

る
プ

ラ

ゥ

ス
の
解

釈

が

注

目

を

ひ

い
て

い
る
。

こ

の
カ

ン
ト

学

者

に
よ
れ
ば

、
用

語

と

し

て

の

「物

自

体

」

は

、
「
自

体

的

に
見

ら
れ

た

物

　
の
簡
略

形

で
あ
り

、
物

自
体

と
は
要

す

る

に
、
哲
学
的

な
半
生

の
立

場

か
ら

「
現
象

」

W
ittgenstein, 

L
., 

T
ractatus, 

5. 
632. 

H
usserliana, 

B
d. 

X
IV

, 
S. 

349. 

K
ant, 

Prolegom
ena, 

S. 
72. 

K
ant, 

op. 
cit., 

S. 
42.
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と

し

て
見

ら

れ

た

の
で
は

な
く

て

、
た
ん

に

「
自
体

」
的

に
見

ら

れ

た
か

ぎ
り

で

の
物

で
あ

る
。

じ

っ
さ

い
、
事
物

を

「
現
象
」

と
し

て
考
察

す

る

の
は
、
経

験

に
か
ん
す

る
非

経
験

的

な
反

省

で
あ

る
哲
学

の
立

場

に
お

い
て

の

こ
と

で
あ

る

し

、
「
感
性

論
」
の
テ
ク

ス
ト
に
も

、
感
性

形
式
と
し

で

の
時

間
空

間

は

、
「
現

象

と
し

て
見

ら
れ

る
　

か

ぎ

り

で
の
、

し

か

し

自

体

的

な

物

そ

の

も

の
　

を

意

味

す

る

の
で

は
な

い
か

ぎ

り

で
の
、
諸
対

象

に
か
か
わ

る
」

(
　

)

と

い
う
文

章

が

あ
り

、
「
物

自

体

」

が

「
現

象

と

し

て
見

ら

れ

る
」

と
対

を
な

し
、

そ
れ

ゆ
え
物

自

体

の

「自

体

」

は

、
紛

れ

の

な

い
言

い
か
た

を
す

れ
ば

、

「自

体

的

に
見

ら

れ

た
」

と

す

べ
き
だ

と

い
う
ブ

ラ
ウ

ス
の
指

摘

が
当

た
る
個

所

は
、

た

し
か

に
少

な
か

ら
ず
存

在

す

る

の

で
あ

る
。

そ

れ

ゆ
え
、

た
ん

に
独

断
形

而
上

学
的

に
仮

構

さ
れ

た
超

絶
的

存
在

者

に

カ

ン
ト

の
物

自
体

の
真
意

が
あ

る

の
で
は

な

い
と

い
う

一
点

に
か
ん

す

る
限
り

、
筆

者
も

ブ

ラ
ウ

ス
説

に
賛

同
を
惜

し

み
は
し

な

い
。

「
超

越

論

的

対

象

"
X
」

に
通

底

す

る
と
解

さ
れ

た

か
ぎ

り

で
の
物
自

体

"
世

界

地
平
そ
の
も
の

、
図

が
地

と

不
離

で
あ

る
よ

う

に

あ

る

い
は
、

カ

ン
ト
が

「
変

化
」

や

「
運
動

」

を
問
題

に
す

る
場
合

、

必
ず

と

い

っ

て
も

よ

い
ほ
ど

頻

繁

に

、
「持

続
」

す

る
も

の
を

基

底

に
お

き
、

そ
れ

と

の

関

係

に

お

い
て

語

っ
て

い
る

の

に
便

乗

し

て

い
え
ば

、
「変

化
」

や

「
運
動

」

が

一
方

で
は

「
持
続

」

す

る
も

の
と
不
可

分

で
あ
る

よ
う

に
　

個

々
的

な
経

験

の
対
象

、
現

象
的

な
個

々

の
事

実

と
不

可
分

で
あ
り

、

そ

の
意
味

で
は

け

っ
し

て
経

験

と
無

「
関
係

」

の
超
絶

的
存

在

で
は
な

い
。

経

験

と
無

「
関
係

」

な
も

の

は
、
真

の
意

味

で

「
超

越

論

的

」

な
も

の
、

つ
ま

り

「経

験

の
可

能

性

の
制

約
」

で
は
な

い
。

そ

れ
ゆ

え

、
「
感

性

論

」

の

テ
ク

ス
ト

に
お

け
る
経

験
的

ー
事

実
的

な

「
諸
現

象

の
根
底

に
あ

る

で
あ
ろ

う
物
自

体
」

(
　

)

の
、

そ

の

「
根
底

に
あ

る
」

を

、
独
断

形
而

上
学

が
経

験

の
世

界

と
は

ち
が

う
も

う

一
つ
別

の
世
界

に
措

定

す

る
も

う

一
っ
の
対
象

、
も

う

一
つ
の
事
実

、

つ
ま

り
超

絶
物

と

し

て
あ

る
と

い
う
意

味

に
解

釈

す

る
と

す
れ
ば

、

そ
れ

は
昔

か
ら

言

わ
れ

て
き

た
よ

う

に
、

『純

粋

理

性

批

判

』
全

体

の
精

神

に
反

す

る

で
あ
ろ

う
。

A
版

の

「
誤
謬

推
理

」
で
カ

ン
ト
自
身

が

一
度

な
ら
ず

注

意

を
促

し

て

い
る
よ

う

に
、
「表

象

を
実
体

化
　

」

(
　

)

す

る

方
向

の
果

て

に
物

自
体

を
想

定

す

る

の
は
誤
り

で
あ
る
。



ヘ

ヘ

ヘ

へ

も

ヘ

ヘ

へ

経

験
的

現
象

の

「
限
界

の
外

に
は

、
わ

れ
わ

れ

に
と

っ
て
、
空

以

外

の
な

に
も

の
も

存
在

し

な

い
」

(
　

)

と

い
う

「
弁

証
論

」
末

へ

も

尾の
言
葉

は

、
理
性

概
念

(
理
念
)

を

実
体

化

し
、
超

絶
的

存
在

各

に
み
た

て

る
越

権

を
非
難

し

て

い

っ
た
も

の

で
あ

り
、

そ

の
場

合

の
理

念

の

存

在

各
化

、
事
物

化

に
も

、
む

ろ
ん

、
「
感

性

論

」

に

お
け

る
物

自

体

の
ウ

ル
ト

ラ
客

観

物

に
類
似

す

る
性

格

が
存

続

し

て

い
る
が

、
経
験

理
論

ヘ

へ

の
深

化

を
経

て
き

た

「
弁
証
論

」

で
は
、
超

越
論

的

な
も

の
の
事
物

化

、
存
在

者

化

は
、

一
貫

し

て
、
明
確

に
批
判

の
対

象

と

さ
れ

て

い
る

の

で

あ

る
。

し

か
し

な
が

ら
、
筆

者

に
よ

れ
ば

、
物
自

体

の
実
体

的

超
絶

性
排

除

の
余

勢

に
か

ら
れ

、
哲
学

的

ー
超

越
論

的

な
反
省

の
視

点

か

ら

「
現
象

」

と
し

て
見

た

の
で
は
な
く

て
、

そ

の
ま
ま

「
そ
れ
自
体

と
し

て
見

た
」
…場
合

の
物

が

カ

ン
ト

の

い
わ

ゆ

る
物

自

体

で
あ

り

、
物

自

体

は
要

す

る

に

「経

験

的
」

物
自

体

(
ブ

ラ

ウ

ス
)

だ

と
い

う

具
合

に
、
物
自

体

を
馴
致

し
、

一
般

の
事
物

に
近

づ
け

す
ぎ

る

の
も
問

題

で
あ

る
。

な
ぜ

な

ら
、

物

自
体

に
超

越
論

的
対

象

と

な
ん
ら

か
通

底
す

る

と

こ
ろ
が

あ

る
と
解

釈

で
き

る

か
ぎ
り

、
過
剰

な
馴
致

は

そ
れ

か
ら

「
超

越
論

的

」

な
性
格

、

つ
ま
り

、
個
々

の
経

験
的

対

象

と
は

「
異
」

な

る
性
格

を
剥

奪

し

か
ね

な

い
か
ら

で

あ
る
。

た
だ

し
、

カ

ン
ト

の

い
う

「
現
象

」

の
関

与

す
る
範

囲

を
極
端

に
狭

く

と

ら
え

、
時
間
空
間

と

い
う
形
式

を
具

備

し

、
か

つ
実
体

、

因
果

、
等

々
の
概
念

で
規

定

さ
れ

た
だ

け

の
、

け

っ
し

て
そ
れ

以
上

で
は

な

い
極

度

に
抽

象
的

な
も

の
と
解

釈

す

る
な
ら

ば

、
目

の
ま

え

の
机

が

そ

の
ま
ま

物
自

体

で
あ

る

、

つ
ま

り

「
現
象

」

と
し

て

で
は
な

く

「
そ
れ
自
体

と

し

て
見

た
」
物

で
あ
る

と

い
う
主
張

に
も
成

立

の
余
地

が

な

い
わ

け

で
は

な

い
。

し

か
し

、
「
原
則

論
」

な

ど

の
論

調

か
ら

判
断

す

る

か
ぎ

り
、

じ

っ
さ

い
に
働

い
た

形

の
範
疇

は
統

覚

と
感

性

の
相

互

関

係

の
あ

り
よ

う

だ

と
も
言

え

る

の

で
あ
り

、
ま

た
そ

の
際

、

た
と
え

ば
質

の
範
疇

は
感
覚

的

な
も

の
の
度

に
関
係

し
、
実
体

の
範
疇

は
時

間
的

持
続

と
、
因

果

は

時
間

の
前

後

と
関

係

す
る

と

い

っ
た
具

合

に

、
色

や
暖

か
さ

の
感
覚

、

こ
の
机

の
よ

う

に
目

の
ま

え

に
持

続

し

て
あ
る
も

の
、
な

い
し
は
手

を
離

も

も

せ
ば

ペ

ン
は
倒

れ
る

と

い

っ
た
前

後

し

て
生

じ
る
出
来

事

、
等

々
の
よ

う

に
、

た
ん

に
抽
象

的

な
形
式

以
上

の
も

の
も
立

派

に

「
現
象

」

の
内
容

を

な

す
と
見

る

の
が

、

カ

ン
ト
解
釈

と

し

て
は
よ
り
妥

当

と
患

わ

れ

る
の

で
あ

る
。
形

式

と
概
念

の
束

を

「
現
象

」

と
解

釈

す

る
な
ら

ば

、
目

の

ま

え

に
あ

る
が

ま
ま

の
机

は

「
現
象

」

で
は

な

い
か
も

し
れ

な

い
が

、
カ

ン
ト
自

身

の
意
識

で
は
色

も
形

も
手

で
ふ
れ

た

と
き

の
抵

抗

も

す

べ
て



へ

も

現
象

の
内
容

で
あ
り

、
け

っ
し

て

「物
自

体

」

で
は

な
か

っ
た

の

で
あ

る
。

と

こ
ろ
が

、
現
象

す
る
物

と

は
ち

が

っ
て
、

「
そ
れ

に
合

致

す

る
ど

の
よ

う
な

対

象

」
も

感

性

的

経

験

の
う
ち

に
与

え

ら
れ

な

い

(
　

　)
、

つ
ま
り

、
経
験

界

に

お

い
て
は

「
け

っ
し

て
十
全

に
提
示

さ
れ

え
な

い
」

(
　

)

概

念

に
見

あ
う
も

の
を
具

備

す
る

ほ
ど

の

存
在

、

「
概

念

か
ら

そ

の
概

念

に
対

応

す

る
純

粋

直

観

な

い
し

は
経
験

的
直

観

へ
」

(
　

)

と
移
行

し

、
直

観

に
お

い
て
具

体
的

に
提

示

す

る

こ

と
が
可
能

で
な

い
概
念

に
見

あ
う

ほ
ど

の
物

は

、
ま

こ
と

に
奇
異

な
存

在

、
異
様

な
物

で
あ

る
。

そ
れ

は
純
粋

直
観

に
お

い

て
提

示

さ

れ

る

(
カ

ン
ト
的

な
〉
数

学
上

の
存

在

で
も

な

け
れ
ば

、
困
果

や
実

体

な
ど

の
概

念

を
具

現
す

る
普

通

の
経

験
的

事

物

で
も

な

い
。

そ

の
よ
う

な

も

の
を
概

念

(理
性

概
念

)

と
の

相

関

に
お

い
て
考

え

る
以
上

、

そ

の
も

の
は
厳

密

に
は

た
ん

に

「物

自
体

」

と

い
う

べ
き

で
は

な
く

、

そ
れ

ゆ

え

カ

ン
ト
も

、
「
弁

証

論

」

の
文

脈

で
は
、

お
お
む

ね

「
理
念

」
的

と

い
う

よ
う

に
呼

称

し

て

い
る
が
、

こ
の

「
理

念
」

的

な
も

の

は
、

し
か

し
、

物

自

体

や
超
越

論
的

対
象

に
通
底

す

る
も

の
を

秘

め

て

い
た
。

そ
れ

ゆ
え

、
逆

に

い

っ
て
、
物
自

体
も

ま

た
現
象

す

る
事

物

と
は

「
異
」

な
る
異

様

な
性
格

を
も

つ
の

で
あ

る
。

物
自

体

に
普

通

の
個

物

と
は

「
異
」

な

る
、

一
種

、
「
異

」
様

な
惟

格

が

つ
き

ま

と
う

こ
と

は
、
物

自

体

の
変

形

で
も

あ

る
超
越

論
的

対
象

が

、

カ

ン
ト

の

テ
ク

ス
ト

で
詳

し
く

は

、
「
非
経

験
的

、

つ
ま

り
超

越
論

的

な
対
象

"
X
」

(
　

)

と

い
う
よ

う

に
、
「
X
」

と
さ

れ

て

い
る
と

こ
ろ

に
窺

わ
れ

る
が

、

そ

の
こ
と

は
ま

た
カ

ン
ト

以
降

の
、

た
と

え
ば

シ

ョ
ー

ペ

ン

ハ
ウ

ァ
ー

や
ニ
ー
チ
ェ

に
お
け

る
物
自

体

の
系

譜
を

概
観

す

る

こ

と

に
よ

っ
て
も
追

認

し
う

る

で
あ

ろ
う
。

シ

ョ
ー
ペ

ン

ハ
ウ

ア
ー

に
よ
れ
ば

、
個

々
的

な
事

実

経

験

の
根

本

形

式

は
、
端

的

に
、

「
世
界

は
わ

た

し

の
表

象

で
あ

る
」

と

い
う
命

題

に
よ

っ
て
表
明

さ
れ

る
。
内
世

界
的

な

個

々
的

事

実

の

レ
ヴ

ェ
ル

で
は
、
事

物

は

「
わ
た

し
」

を
基
点

と
し

て

「
い

つ
」

「
ど

こ
」

「
な

に

ゆ
え
」

を
指

コ

定

し
う

る

「
わ

た

し

の
表

象

」
で
あ
り

、
「
客

観

は
常
住

不

断

に
主
観

を
前

提
」

し

て

い
る

の

で
あ
る

。
し

か

し
、
「
主

観

と
関

係

し

て
い
る
客
観

」

ヘ

ヘ

へ

も

と

い
う
根
本

形

式

は
　

時
間

、
空

間

お
よ

び
因
果

と

い
う

い
わ

ゆ

る
根

拠
律

(
理
由
律

)

に
分

節
化

さ

れ

つ
つ

個

々
的

な
事

実
認

識

を
可

能

に
す

る
と

は

い

っ
て
も

、
時
間

、

空

間

、
因

果

の
網

に

お
さ
ま

る
経

験
的

事
実

で
、
経

験

の
問

題

が

す

べ

て

「終

り
」

で
は

な

い
。
「
主

観

に



対

す

る
客
観

」

で
あ

る
表

象

雁
事

実

が

「
む

な
し

い
幻

影

で
は

な
く

、
意

義

を
も

つ

べ
き

で
あ

る

と
す

る
な

ら
」
、
当

然

、

そ
れ

を
可

能

に
し

、

②

支

え

て
い
る

は
ず

の

「
表
象

と
は

ま

っ
た

く
類

を
異

に
す

る
」
も

の
、
存
在

論
的

な

「
異

な

り
」

の
地

平

が
ど

こ
か

に
あ

る
は
ず

で
あ

り
、
シ
ョ

ー

ペ

ン

ハ
ウ

ア
ー
は
物
自

体

の
地

平

で
あ

る

そ

の

「
異

な
り
」

の
地

平

を

「
意
志

」

と

い
う

や

や
釈

然

と

し
な

い

「合
言
葉

」

で
指

示

し

た

の
で
あ

っ
た
。

ト

ト

　

ゲ

ネ

し

「表

象

と

は
ま

っ
た
く

類

の
異

な

る
」

地
平

を

な
ん

と

か

し

て
語

り
だ

そ

う
と

し

た

シ

ョ
ー
ペ

ン

ハ
ウ

ア
…

に
鼓

舞

さ
れ

た
若

い
ニ
ー
チ
ェ

も

ウ

ア

ザ

イ

ノ

ま

た
、
処

女

作

『
悲

劇

の
誕

生

』

に
お

い
て
、
デ

ィ
オ

ニ

ュ
ソ

ス
的

ー
超

越

論

的

な
根

源

の
「
一

者

」
、
「
根

源

の
存

在
」
、
「
世

界

の
心
臓
」

に

つ
い
て
歌

う
が

ご
と

く

に
語

っ
て

い
る
。

も
ち

ろ
ん

、

デ

ィ
オ

ユ

ユ
ソ

ス
の
尊

称

を
も

っ
て
よ

ば
れ

る

「
始
原

の

編
者

」
、
「
根

源

の
存
在

」
、
「
世
界

の
心
臓

」

は

、
時
間

、
空
間

お

よ
び

因
果

の
う
ち

に

あ
る
語

り

う

る
事

実

、

つ
ま

り

「
経

験
的

実

在
性

」

で

は
な

い
か

ら
、
当

然

そ

れ
は

「
現
象

の
…機
関

お
よ

び

シ
ン

ボ

ル
と
し

て

の

ヘ

へ

欝
語

」

に
よ

っ
て
語

る

べ
き
も

の

で
は
な

く

、
本

来

は

む

し
ろ
沈

黙

す

べ
き
も

の
、
あ

る

い
は

一
転

し

て
厚

か
ま

し
く

「
歌

う
」

べ
き
も

の
で
あ

る

に
し

て
も

、

『
悲
劇

の
誕

生
』

に
散

見

さ
れ

る
性
格

づ
け

を
追

跡

し
、

そ

の

「
異
」

様

な

と

こ
ろ
を

確

か

め

て
み
る

こ
と

は
可

能

で
あ

る
。

こ

こ
で

は
詳

論

の
余

裕

は
な

い
が
、
要

す

る

に
ニ

ー

チ

ェ
に
よ
れ

ば

、
デ

ィ
オ
ニ
ュ

ソ

ス
的
　

超
越

論
的

な

も

の
は

、
ま
ず

第

一
に
、
「
戦

藻
」

へ

も

も

も

す

べ
き
異

様

な
も

の

で
あ

る
。

い
わ

ゆ

る

「
根

拠
律

が

そ

の
諸

形

態

の
う

ち

の
な
ん

ら

か

の
も

の

に
お

い
て
例
外

を
蒙

る
よ

う

に
見

え

る
と
き

、

人

間

は
突
然

、
現
象

の
認
識

形
式

に
迷

い
、
途
方

も

な

い
戦
慄

に
襲

わ
れ

る
」

の
で
あ

る
が

、

シ
ョ

ー

ペ

ン

ハ
ウ

ア
ー

に
よ

っ
て

や
や
散
文

的

に

描

か
れ

た
表
象

"
事

実

の
形

式

(
根
拠

律
)

を
越

え
る
「

異
」

な

る
も

の
の
地
平

を

垣
間

見

た
と

き

に
襲

っ
て
く

る

「
異

」
様

さ

へ
の
驚

き
と
戦

㈹

標

は
、
物

自
体

の
ゆ
く

え
を

示

す
注

霞
す

べ
き

一
道

標

を
形
成

し

て

い
る
と
言

え

る

で
あ

ろ
う
。

シ

ョ
ー

ペ
ン

ハ
ウ

ァ
ー

の
物

自
体

(根

源

の
意
志

)

や
ニ
ー

チ

ェ
の
個

々
的

な

「
個
物

に
先

だ

つ
普

遍
　

」

と
し

て

の

デ

ィ
オ

ニ

ュ
ソ

ス
的

な

「
根
源

の

一
者
」

は
、
半

ば
独

断
的

に
提

出
　さ

れ

た
も

の
と

い
う
印

象

を
拭
え

な

い
が
、
最

後

に
、
存
在

者

(
個

々
的

事

実
)

と
存
在

(個

々
的

事

実

が
当

の
個

々
的
事

実

た

り
う

る
擬
拠

の
地
平

)

そ

の
も

の
と

の

「
存

在
論

的

差
異

」

が
了

解

さ
れ

る

た
め

の
了
解



の
可
能

性

の
制

約
を

問
題

と
し

た
、

そ
れ

ゆ
え
或

る
意

味

で

は
、

カ

ン
ト
超

越
論

哲
学

の
系

譜

を

ひ
く

ハ
イ
デ
ガ

ー

の
存

在

の
哲

学

に
も

言

及
す

る

こ
と

に
よ

っ
て
、
物
自

体

の
射

程

の
広

さ
を
暗

示

し

て
お
き

た

い
。

カ

ン
ト

の
精

神

を
遵
守

す

る

か
ぎ

り
、
経

験
的

-
事

実

的

な
現
象

に

つ
い

て
、
現
象

の

「
全

体
」

と

か

「究

極

の
」

現
象

を
語

る

こ
と
は

、
厳

密

に

い

っ
て
意

味

を
な

す

で
あ

ろ
う

か
。

カ

ン
ト

は

「
あ
ら

ゆ

る
諸

現
象

の
総

体

(感

性

界

そ

の
も

の
　

)

と

い
う
」、[
葉

や
そ

む

れ

に
類

す

る

表

現

を
し

ば

し
ば
用

い
は
す

る
が

、
し

か

し
す

で

に
言

及

し

た

よ
う

に
、

「
あ
ら

ゆ

る
諸
現

象

の
絶
冠

的
全

体

」

(
　

)

そ

れ
自

身

が

経

験

的

な
現
象

で
あ

る
と

い
う

こ
と

は
決

し

て
な

い
。

『プ

ロ
レ
ゴ

ー

メ
ナ
』

は

「
あ
ら

ゆ

る
可

能

的
経
験

の
絶
対

的
全

体

は

、

し

㈲

か

し
そ

れ
自
身

、
経

験

で
は
な

い
」

こ
と

を
明

、.口
し

て

い
る

。

そ
れ

ゆ

え
、
現
象

に

つ
い
て
そ

の
絶

対
的
全
体

を
語

る

の
は
、
少

な
く

と
も

不

用

意

で
あ
り

、
厳

密

に
は
意

味

を

な

さ
な

い
で
あ

ろ
う
。

『
プ

の

ロ
レ
ゴ

ー

メ

ナ
』

の
口
調

を
ま

ね

て
言

え
ば

、
「
経
験

の
絶

対

的
全

体

は
不

可
能

一「
で
あ

る
。

な
ぜ

な
ら

、

「全

体

」

や

「
究

極

の
」

と

い
う
概

念

を
経

験

的
現
象

と

い
う
概
念

と
同

一
レ
ヴ

ェ
ル
に
位

置

さ

せ
る

こ
と

は

で
き
な

い
か
ら

で
あ

り
、

そ

の

こ
と
は
現
象

と
現
象

で
は

な

い
も

の

そ
れ
を

カ

ン
ト
は
物
自

体

、

ヌ
ー

メ
ノ
ン
、
理

念
的

な
も

の
、
超

越
論

的
対

象

、
等

々
と
よ

ん
だ
　

と
を

区
別

す

べ
き

こ
と

を
説

く

カ

ン
ト

の

「
弁
証

論
」

が
雄

弁

に
教

え

る
と

こ
ろ

で
も

あ

る
。

た

と
え

ば
因

果
的

に
規

定

さ
れ

た
現
象

的
事

実

を
当

の
事

実

と
し

て
規
定

す

る
諸
制

約

の
系

列

は
、

そ

の
系

列
自

身

が

現
象
的

所

与

で
あ

る
か

ぎ
り

は
・

ど

こ
ま

で
延

し

て
み

て
も
ま

だ
制

約

の

「
全

体
」

で
は

な

い
し
、

そ

の
系

列

の
最

終

項

も

ま
た

一
個

の
現
象

で
あ

っ
て
、
「
究

極

の
」

原

因

で

は
な

い

の
で
あ

る
。

『
可
感

界

と
叡

知

界

の
形
式

と
原

理
』

の
.日
葉

で

い
え
ば

、
「
他

の
系
列

の
部

分

で
あ
る

よ
う

な
諸

継
起

の
系

列

以
外

に

は
与

え
ら

れ
な

い
」

し
、

他
方

、
も

は

や
な

に
も

の
も
先

行

し
な

い

「究

極

の
も

の
　

」
が

現
象

と

し

て
永

遠

に
あ

り
続

け

る
と

い
う

の

の

は
不
合

理

で

あ
る

。

そ
れ

ゆ

え
、

一
般
的

に

い

っ
て
、

わ
れ

わ
れ

は
現
象

界

を
平

面
上

の
図

に
よ

っ
て
描

写

し
よ

う

と
試

み
、

円

を
描

い
て
そ

の
内

部

を
現
象

界

、

そ

の
外

を
物

自
体

の
世

界

と

い
う
よ

う

に
表

象

し

て
は

な
ら

な

い
。
な

ぜ

な
ら

、
円
周

に
よ

っ
て
現
象

の

「
全

体
」

が
描

か

れ

、
円
周

上

の
各
点

は
そ

れ

ぞ
れ

「
究

極

の
」
現

象

に
な

っ
て

い
る
よ

う

に
見

え

る
が

、
じ

つ
は

現
象

の

「
全

体
」
、
「究

極

の
」

現
象

な

る
も

の



は

矛
盾
概

念

だ

か
ら

で
あ

る
。

ヘ

へ

「
絶
対

的

全
体
　

」

な

る
概

念

が

「哲

学

者

に
十

字

架

を
刻

み

つ
け

る
」

も

の

、
試

練

の
種

で
あ

る

こ
と

は

、
『
勇
感

　

も

へ

界

と
叡
知

界

の
形

式

と
原
理

憾

が
夙

に
指
摘

す

る

と

こ
ろ

で
あ

っ
た
鯛

、
そ

れ
自

身
現

象

の

メ

ン
バ
ー

で
あ

る
現
象

全
体

と

い
う
概
念

は
論

理
的

に
も
矛
盾

を

内
蔵

す

る

で
あ

ろ
う
。

し

か
し
経
験

の
問
題

と

し

て
は

、
要

す

る

に
、
現

象
的

事

実

は
そ
れ

自
身

で
完
結

し

、
そ
れ

自
身

の
な

か

に

一
「
終

り
」

を

も

つ
の

で
は
な

い
と

い
う
点

が

大

切

で
あ
る
。

『
プ

ロ
レ
ゴ

ー

メ
ナ
』

的

に

い
え
ば

、
経

験

が

「
そ

の
内

的

進

行

ゆ

う

ち

の
ど

こ

ラ

む

ハン

ユ

か

で
完
成

さ

れ

る
だ

ろ
う

と

い
う

こ
と
は

な
く

「

し
た

が

っ
て
、
「
経
験

が

理
性

を
完
全

に
満
足

さ
せ

る
こ

と
は

け

っ
し

て
な

い
」

の

で
あ

る
。

「
自

然

は

そ
れ
自
身

で
自
足

し

て

い
る
と
言

い
た

て
た

が
る
自

然
主
義

『

は

、
宇
宙

論

的
理

念

に

か
ん
す

る
弁

証
論

が

そ

の
非

を

明
示

し

た
謬
見

で
あ

る
。

宇

宙
論

的

理
念

に
か
ん

す

る
カ

ン
ト

の

「
弁

証
論
」

は
四

つ
の
二
律
背

反

を
提

示

し

て

い
る
が

、
各

二
律

背
反

は
無
制

約
者

を
制

約

の
系

列

の

第

一
項

に
求

め

、
そ

れ
ゆ

え
無
制

約
者

と

し

て

の
第

一
項

(究

極

の
項
)

と

い
う
も

の
を
考

え

る

「定

立

」

と
、
制

約

の
系

列
全

体

そ

の
も

の
を

無

制
約

者

と
置

く

「
反

定
立

」

と

か
ら
構
成

さ
れ

る
。

カ

ン
ト

に
よ
れ

ば
、

現
象

世
界

の
時

間
空

間

上

の
起
始

や
限

界

に

か
ん
す

る
第

一
の

二
律

背

反

、
お

よ
び

、
世
界

の
諸

現
象

は
究

極

の
単

純
体

よ

り
成

る
か
否

か

に
か
ん

す
る
第

二

の

二
律

背
反

に
お

い
て
は

、
定
立

と
反

定
立

の

い
ず

れ

も

が
誤

謬

と
見

な
さ

れ
、
究

極

の
原

因
性

お

よ
び
絶

対

の
必
然

的
存

在

に
か
ん

す
る
第

三

、
第

四

の

二
律

背

反

に

つ
い
て
は

、
定

立

の
立

場

を
物

自
体

に
、
反

定
立

の
立
場

を

現
象

界

に
割

り
あ

て

る
か
ぎ

り
少

な
く

と
も

矛
盾

は
生

じ

な

い

の
で
あ

る
が

、
第

一
お
よ
び
第

二

の
二
律
背

反

の
場

ヘ

へ

も

へ

ぬ

ヘ

ミ

合

は
も

ち

ろ
ん

、
第

三
お

よ
び
第

四

の

二
律

背
反

に

つ
い
て
も

、
理

論
理

性
的

に
は

た
ん

に
消

極

的

に
矛
盾

は
生

じ

な

い
と
だ

け
指

摘

さ
れ

て

い

ヘ

へ

ぬ

る
と

い
う
事

実

は
、

そ
れ
ど

こ
ろ
か

、
そ

れ
ら

が
そ
も

そ
も

「弁

証

論
」

の
枠

内

で
論

及

さ
れ

て

い
る

こ
と
自
体

、
現

象

の

「全

体

」

や

「
究

極

の
」

環
象

な
る
も

の
が
厳
密

に
は
貫

徹

不
可

能

な
概
念

で
あ
る

こ
と
を
含

意

し

、
「
全

体
」
や

「
究
極

の
」
も

の

の
超

越

性

を
証

拠
だ

て
て

い
る

の

で
あ

る
。

も

ぬ

二
律
背

反
論

は
個

々

の
経

験
的

事
実

で
は
な

く

て
、
宇
宙

論
的

理

念

と
よ
ば

れ

る
理
念

、

つ
ま

り

「究

極

の
」

も

の
な

い
し

は

「全

体

」

を
問



題

に
し

て

い
る
が

、
現

象

(事

実
)

の
系
列

の
第

一
項

(究

極
項

)

つ
ま

り

「究

極

の
」

現

象
も

、

現
象

の
系
列

「全

体
」

も

厳
密

に

い
え
ば

矛

盾

概
念

で
あ
り

、
筆

者

に
よ
れ

ば

、

、
一律

背
反

が
理

論
理

性

の
観
点

か
ら

は
仮
象

の
論

理

と

さ
れ

る

「弁

証
論

」

の
枠

内

で
論
議

さ
れ

た
本

当

の

理

由
も

右

の
点

に
あ

っ
た

の
で
あ

る
。

そ
れ

は
.」
度

、
「弁

証

論
」

の

一
部

を
な

す
合

理
的

心
理

学

の
誤

謬

推

理

の
根

本

原

因

が

「意

識

の
実

体

化

と

い
う
違

反
行

為
」

(
　

)

に
求

め
ら
れ

た

の
と
.平
行

し

て
、
宇
宙

論

的
理

念

に
か

ん
す

る
定

、立
お
よ

び
反
定

立

の
主
張

が
と
も

に
同

じ

仮

象

の
論

理

で
あ

る

「
弁

証
論

」

の
他

の
部
分

で
の
吟
味

の
対
象

に
さ
れ

た

こ
と

の
根

本

理
由

で
あ

る
。
宇
宙

論

的
理
念

は

「
現
象

と

し

て
の
対
象

」

に
関

係

し

て

い
る
の

で
あ

る
か
ら

、
悟

性

の
立
場

を
守

り

現
象

と

し

て
の
客

観

の
世

界

を
離

れ

な

い
か
ぎ

り
、

つ
ま

り
理

論
理

性

の
限
度

を

守

る

　

か

ぎ
り

、
反
定

立

の
立
場

が

正

し
く
定

血

の
立
場

の
み
が
誤

り

で
あ

り
仮
象

で
あ

る
、

と

い

っ
た
単
純

な
事

情

で
は

な

い

の
で
あ

る
。

じ

っ
さ

い
、
「
実
在

性

、
実

体

、
因
果

性

の
諸

概

念

、
現
存

在

に
お
け

る
必
然

性

の
概
念

で
さ

え
」
、
感

性

界

の
個

々
的

な

「諸

事
物
　

」

の
可
能

性

の
説

明

の
た

め

に
使

用

さ
れ

え

て
も

、
「
世
界

全
体

そ

の
も

の
の
　

」

(強

調

は

カ

ン
ト
自
身

の
も

の
)

説

明

の
た

め

に
使

用

さ
れ

る

こ
と
は

で
き

な

い
と

い
う

こ
と
は

、

カ

ン
ト
が

な
ん
ど

も
明

確

に
主
張

す

る
と

こ
ろ

で
あ

る
。

「
理

念

」
的

な
も

の
、

世

界

「
全

体
」

に
か

か
わ

る
も

の
は

、
「
そ

れ
自

身

け

っ
し

て
、
経

験

に
お

い

て
十

全

に
提
示

さ
れ

え

な

い
」

(
　

)
、

つ
ま

り
経
験

的

現
象

に
は
な

ら
な

い
の
で

あ
る
。

「
量

の
絶

対
的

全
体

(世

界
全

体

)
、
分

割

の
、
由

来

の

、
現

存

在

一
般

の
制

約

の
絶

対

的

全

体

は
…

…
中
略

…

…
可

能
的

経

験

に
は
少

し
も

か

か
わ

ら

な

い
」

(
　

)

と

い
う
具

合

に
、
厳

密

な
意

味

で
の

「
全

体

」

は

た
ん

に
経

験

的

で
は
な

く

て
、
超

越

の
地

平

に
か
か
わ

る
も

の

で
あ
る

が
、

こ
れ

は
逆

に

い
え
ば

、
経
験

的

現
象

は

そ
れ
自

身

で
ま

っ
た
く
完
結

し
、

そ
れ
自

身

の
な

か

に
究

極

の

「
終

り
」

を
も

つ
の

で
は
な

く
、

つ
ま
り

は

「
現

象

に

お
け

る

一
切

は
制
約

さ
れ

て

い
る
」

(
　

)
と

い
う

こ
と

で
あ
り

、
筆
者

の
解

釈

で
は
、
右

の
引

用

文

の
直

前

に
あ

り

、
そ

の
言

い
か

え

に
相

当

し

て

い
る

、
「
し
か

し
な

が
ら

、
経

験

的

意

味

に
お

け

る
全

体

は
、

つ
ね

に
、
比

較
的

な
も

の

に
す

ぎ

な

い
」

(
　

)

と

い
う
点

に
も

、
従

来

の
カ

ン
ト
解
釈

が
認

め

た
以

上

の
重
要

性

を
認

め
る

べ
き

で
あ

る
。

ぬ

要

す
る

に
、

「
理

性

の
認

識

が
同

質

的
　

で
あ

る
限

り
、

そ

の
認

識

に

一
定

の
限

界
を

考

え

る

こ
と

は

で
き
な

い
「

に
し

て
も

、



つ
ま

り

、
量

な
ら
ば

量

の
、

因
果
性

な
ら
ば

因
果

性

の

と

い
う

よ

う

に
、
認
識

(
数
学

あ

る

い
は
自
然

科
学

の
認
識

)

が

「
同
」

質
的

な

も

の

の

な
か
を

進

展

し

て
ゆ
く

限

り
、

そ

の
認

識

に
あ

ら
か

じ

め

一
定

の
限

界
を

決

め

る

こ
と
は

で
き

な

い

に
し

て
も
i
ー

こ

の
点

で
は

二
律

背

反

の

「反
定
立
」
の
側
が
有
利
で
あ
る
ー

「全
体
」
を
問
題
に
す
る
や
い
な
や
経
験
的
現
象
と
は

「異
」
質
な
も
の
に
直
面
し
、
「経
験
が
理
性
を

完
全

に
満
足

さ

せ
る

こ

と
は

け

っ
し

て
な

い
」

の
で
あ

る
。

ぬ

も

も

も

以
上

の
、
経
験

的
事

実

と
超

越
論

的

な
も

の
、

現
象

と
現
象

で
は

な

い
も

の
と

の
区
別

、
哲

学

的

な
身
分

の
差

異

を

、

ハ
イ
デ

ガ

ー

に
な
ら

っ

て
、
直

ち

に
存

在

論

的

差

異

と

よ
ん

で
よ

い
か

ど

う
か

は
疑

問

だ

が
、

ハ
イ
デ
ガ

ー

の

『
形

而
上

学

と
は

な

に
か
』

(
一
九

二
九

年
刊
)

に
よ

れ

ば

、
主

題
的

に
措

定

さ
れ

る
個

々
的

な
実

証
的

ー
事

実
的

存

在
者

を

、

こ
と

ご
と
く

「
退
去
」
「
滑

落

」
「
倒

壊
」

せ
し

め

る
不

安

の
情

態
性

は

、

そ
れ

ゆ
え
個

々
的

な
事

実

、
存

在

者

で
は

「
無

い
」

と

こ
ろ

の

「
無

を
開

示

す

る
」

と

い
う

こ
と

に

な

っ
て

い
た
。

し

か
も

、
「
不

安

の
無

の
明

る

い
夜

」

に
開
示

さ

れ

る
そ

の
無

の
う

ち

に
、
人
間

が
情

態

(
気
分

)
的

に
お

の
れ
を
投

入

し

、
身

を
持

す

る

こ
と
は

、
あ
れ

こ
れ

の

「
存
在

者
」

を

、

つ
ね

に
す

で

に
、
滑
落

さ
せ

つ
つ

「
越

え
」

て

い
る

こ
と

で
あ

り
、

し

た
が

っ
て

「
超
越

」

の
生

起

に

ほ
か
な

ら

な

い
と
解
釈

さ
れ

て

い
た
。

た
だ

し
、

『
形
而

上
学

と

は
な

に
か
』

に
よ
れ

ば

、

こ
の

「
超

越
」

は
、
現

象

的

事

実

と
し

て

の

「
存

在

者

」

に
対

す

る
漠

た
る
対

立

と

い
う

こ

と

で
は
な

く

て
、
存
在

者

の

「存

在

に
ぞ
く

す
る
」

こ
と

、
「
存
在

へ
の
聴

従
　

」

で
あ

る
。

に

あ

ソ

カ

メ

タ

結
局
、
『形
而
上
学
と
は
な
に
か
』
と
い
う
小
著
は
、
形
而
上
学
を
人
間
が
人
間
中
心

主
義
的
に
形
姿
を
付
与
し
牝
存
在
者
を
越
え
る
超
越
の

な

生
起

と
し

て
規
定

し

、
そ

の
越

え

ゆ
く
先

を
存

在
者

で
は
な

い

「存

在

」

に

お

い
た
わ
け

で
あ

る
が

、
以
上

の

「
不
安

の
無
」

の

「
形
而

上

学
」

を
萌

芽

的

に
先
取

り

す
る

『
存
在

と
時
間

』

(
一
九

二
六
年
秘

〉

の

「第

四

〇
節

現

存

在

の
特

別

の
…開
示
性

と
し

て

の
、
不

安

と

い
う
根
本

情

態
性

」

に
よ
れ
ば

、
存

在

者

の
帰

趨

全
体

性

(
有
意

義
性

の
全

体

)
を

脱
落

せ
し

め

る

「
不
安

」

に
お

い
て
開
示

さ

れ

る
無
ー
ー

そ

の
意

義

が
究

へ

も

へ

極

的

に
は
人
間

の
存
在

可

能

に
帰

趨

す

る
道

具

的

存

在

者

の

"無

"
、
内
世

界

的

な
も

の

の
無

意
義

性
i

は

、
「
世

界

そ

の
も

の
」
「
世

界

と

し

ゆ

も
ヘ
ヘ

へ

も
ヘ
へ

も

に

て

の
世

界
」

と
等
価

で

あ
る

と
さ

れ

て

い
た
。

「
情

態

性

の
様

態

と

し

て
の
不
安

が

、
ま

ず
第
一

に
、
世

界

と

し

て
の
世
界

を

開
示

す

る
」

と

い

う

わ

け

で
あ

る
。



し
か

も

、
『
存
在

と
時

間
』

の
右

の
節

で
は

、
不
安

は
極

限

的

な
意

味

に
お

い

て
、
現

存

在

を

「
世
界

と

し

て
の
世
界

」

に
直

面

さ

せ
る

と
同

時

に
、

「
自

己

自

身

」

に
直

面

さ

せ
る

こ
と

が
ド

張

さ
れ

て
お
り

.平
均
的

日
常

性

の
み
を

「
解
釈

学
的

状

況
」

と

し

て
人

間
存

在

と

い
う

テ

あ

ク

ス
ト

を
読

み

と
く
解
釈

に
は

「
根
源
性

」

が
欠

け

る
と

し

て
、
本

来
性

を
も

テ
ク

ス
ト
解
釈
上

の
先

導
的
予

持

(
予
想
)

と
す

べ
き

こ
ど
を
主

張

す

る

『
存
在

と
時

間
』

の
論

調

で

は
、
も

ち

ろ
ん

、
右

の
後

者

に

ア
ク

セ

ン
ト
が

お
か

れ

て

い
る
ー

カ

ン
ト

の
場

合

の

「
超

越

論

的

対

象

旧

"
X
」

と
根
源

の

「
わ

れ
思

う
」

(
超
越
論

的

統
覚

、
自

己

)

と

の
相

即

を
連
想

さ

せ
も

す

ふ
。

こ
の
相

即

の
成
立

場
面

を

「
不
安

」

に
求

め

る
発

想

は

、
む

ろ

ん

カ

ン
ト

に
は
兄
ら

れ

な

い
が

、

一
種

、
「
物
自

体

」
的

な
性
格

を

も
残

す

「
超

越

論
的

対
象
　

X
」

が
個

々
の
内

世

界
的

な
事

物

、
並
日
通

の
意

味

で
の

(経

験
的

)

対
象

と

は

「
異

」

な

る
異
様

な
も

の
で
あ

る

こ
と

に
は

、
な

ん

ど

も
述

べ
た
よ

う

に
十

分
注

意

す

べ
き

で
あ
ろ

う
。
筆

者

は
結

局

、
超
越

論
的

対
象
　

X

は
世
界

地
。平

の
こ

と

に
な

る

と
解
釈

し

た
が

、
世

界

そ

の
も

の
は
、

カ

ン
ト
も

言

う
よ

う

に
、
「
そ

の
全

内

容

の
上

か
ら

は
わ

れ
わ

れ

の
知
ら

な

い
も

の
、

い
わ

ん

や
可

能

な

い
か

な
る
も

の
と

の
比

較

に
よ

っ
て
も

そ

の
大

き
さ

を
測

り

え
な

い
も

の
」

(
　

)

で
あ
り

、
内

世
界

的

-
事
実

的
個

物

と

は
た

し
か

に

「
異
」

な

る
異
様

な

も

の
、
驚

異

す

べ
き
不
可

測

の
も

の

で
あ

る
。

も

ち

ろ
ん

、

こ
の

「
異

」
様

さ

を
た
だ

ち

に
不
安

と

い
う
特

定

の
気

分

に
む

す
び

つ
け
る

の
は
短

絡

か
も

し
れ

な

い
が

、
人

間

の
物

に
か

か
わ

る
日
常

の
行

為

的

-
実

践

的
経

験

が
、

じ

つ
は
、

た
ん

に
経
験

的

な
事
実

以

上

の
も

の

に
、
そ

の
意
味

で
は

た
し

か

に
或

る

「
異

」
様

な
も

の
に
、

成

立

「
根
拠

」

の

一
半

を
仰

い

で
い
る

こ
と

は
真

実

で

あ
る
。

切

ハ
イ
デ
ガ

ー
に
よ

れ
ば

、
「
安

心

し
信

頼

し

た
世

界

-
内

i
存
在

は
現

存

在

の
無

気

味

さ

の

一
様
態

で
あ

っ
て
、

そ

の
逆

で
は

な

い
日

の

で
あ

る
が

、
人

間

の
個
物

経

験

は

た
し

か
に
、

一
種

、
[,物

自

体
」

的

に
異

様

な
世

界

地

平

と

つ
ね

に
す

で

に
背

中

あ
わ

せ

の
形

で
成
立

し

て

い
る

の

で
あ

る
。

措

定
的

経
験

の
主
題

で
あ
る
も

の
は
、

そ

の

つ
ど

、
な

ん
ら

か

の
図
柄

と

し

て

「
意
味

」
的

で
あ

る
が

、
世

界

地
平

を

そ

の
も

の
と

し

て
表

象

し

よ
う

と
す

る
者

が
、

言

い
よ

う
も

な
く
異
様

な
も

の

に
突

き

あ
た

り
、
驚

愕

す

る

に
ち
が

い
な

い
こ
と
は

、

シ

ョ
ー

ペ

ン

ハ
ウ

ア
ー

や
ニ
ー

チ



エ
が
指

摘

し

た
と

お
り

で
あ

ろ
う
。

し

か

し
、

な

に
も

見

え
な

い
暗

が
り
　

個

々
的

な
事

実

舞
存
在

者

で
は

な

い

「
無

」

が
開
示

さ
れ

る
、不
安

8

ヘ

ヤ

ヘ
ヘ

へ

な

の
暗

が

り
　

の
異

様

さ

の

た
だ

中

に
も

、

ハ
イ
デ
ガ

ー
が
言

う

よ

う

に

、
「
世

界

は
ま

だ

、
そ

し

て
よ
り
執

拗

に

"
現

に
"

あ

る
一

の

で
あ

る
。

ヘ

カ

ン
ト
弁

証
論

の
精

髄

、

つ
ま

り
も

っ
と

も
す

ぐ
れ

た
大

切

な
と

こ
ろ

は

、
「
弁

証

論
」

の
末

尾

に
近

い
個

所

に

み
ら
れ

る
次

の
文

章

、
す

な

ヘ

ヘ

へ

わ
ち

、
「
そ
れ

ゆ

え
第

一
に

、
世

界

と
は
異

な

る
或

る

も

の
　

…

…

中
略

:
:
:
が
あ
る
か
と
問

わ

れ

ゐ

ヘ

ミ

へ

も

ヘ

へ

る
な

ら
ば

、
疑

い
も

な
く

あ

る
と

い
う

の
が

そ

の
答

え

で
あ
る
。

な

ぜ
な

ら

、
世
界

は
諸

現
象

の
総
計

も
　

で
あ

り
、

そ
れ

ゆ

え
な

に

か
或

ヘ

ヘ

へ

し
　

ス

る
超
越

論
的

な

…
…
中
略

…
…

根
拠

が

な
け

れ
ば

な
ら

な

い
か

ら

で
あ

る
。
第

二

に
、

こ
の
本

質

は
実

体

で
あ

り
、
最
大

の
実

在
性

を

も

ち
、

必

モ

へ

ぬ

ヘ

ヘ

へ

も

へ

も

ミ

へ

も

ヘ

へ

然

的
等

々
で
あ

る
か

、

と

い
う

の
が

問

い
で
あ
れ

ば

、
私

の
答

え
は

、

こ
の
問

い
は
全
然

意
味

を
な

さ
な

い
と

い
う

も

の

で
あ

る
」

〈
　

¢曝
認
ω
幽.)

と

い
う
文
章

に
集
約

さ
れ

て

い
る
。

文

中

の

「
世

界
」

は

こ
こ

で
は
現
象

で
あ

る
個

々
的

な
事
物

の
そ

の

つ
ど

の
総

計

と

い
う
意

味

に

用

い
ら
れ

て

お
り
、

そ

の

「
総
計

」

も

ま

た
厳

密

な
意

味

で

の

「
全
体

」

と

は
区

別

さ
れ
ね

ば

な
ら

な

い
。

諸

現
象

(
の
総
計

)

の
超
越

論
的

な

「
根

拠
」

は

、
「
疑

い
も

な

く

あ
る
」
。
『
プ

ロ
レ
ゴ

ー

メ

ナ
』

の
口
調

で

い
え
ば

、

「
そ
れ
自

身

は
経

験

の

が

対

象

で
は
な

い
が

、
し

か
し

あ
ら

ゆ

る
経

験

の
最

高
根

拠

で
あ

る

は
ず

の
或

る
も

の
回

は
存

在

し
、
経

験
的

「諸

現

象

は

そ
れ
ら

と

は
異

な

る
或

鱒

る
も

の
　

(
つ
ま

り
、

ま

っ
た
く

異
質

な

も

の
　

)

に
関
係

し

て

い
る
」

の

で
あ

る
。

そ

の
異

な
る
或

る
も

の
は
現
象

的

事
実

に
ぞ
く

す
る

カ

テ
ゴ

リ

ー

(
実
体

、
実

在

、
必

然

、
等

々
)

で

は
測
り

え

な

い

「
異
」

様

な
も

の
で

は
あ

る

が
、

こ

の
根

拠
希

求

の
カ

ン
ト
的

精
神

が
そ

の
後

の
哲
学

の
な

か

に
も

脈

々
と

し

て
生

き
続

け

て

い
る

こ
と
は

、
本
節

の
叙

述

に
よ

っ
て
、
.不

十
分

な
が

ら

も
、

ほ
ぼ
明
ら
か

に
し

え
た

は
ず

で
あ

る
。

注

拙
著
「
生

き
る
根
拠

の
哲
学
」

四
三
ぺ
…
ジ
以
下

を
参
照
。

②

問
上
五

二
ペ
ー
ジ
を
参
照
。



㈹

以
上
の
叙
述

は
同
上
拙
著

七

一
ー

七
ニ
ペ
ー
ジ
に
よ
る
。

ω

拙
論

「超
越
論
的
対
象
と
物
自
体
1

そ
の

一
ー

」
を
参
照
。

岩
崎
武
雄

『
カ
ン
ト

「純
粋
理
性
批
判
」

の
研
究
』

四
三
二
ぺ
ー
ジ
以
下

お
よ
び
四
五
八
ペ
ー
ジ
を
参
照
。

㈲

固
有

の

「自
己
」

へ
の
呼
び
声

と
し
て
の
良

心
に
言
及

し
た
個
所

で
も

、

ハ
イ
デ
ガ

ー
は

、
「
不
安
」

や

「
無
気

味
　

」

の
惜
態

へ

ぬ

性

に
お
い
て
、
配
慮

さ
れ
た
道
具

の
連
関
と
し
て
の
世
界
の
許

に

「居

つ
か
れ
ず
　

」
、
そ

の
世

界

が
無
気
味
な
無

に
沈
む

と
い
う
意
味

で
の
、
「世
界

の
無
　

」

の
前

に
、
逆

に
い
え
ば

、
た
だ
あ
る
か
ら
あ

る
世
界

の
前

に

「
自
己
」

は
引
き
据
え
ら
れ
る
と

い
う

事
態
、
内
世
界
的
事
物

(
の
連
関
と
し
て
の
世
界
)
と
は
異

な
る

「
無
の
中

に
投
げ
こ
ま
れ
た
自
己
」

と
い
う
事
態
を
分
析

し
て
い
る
。
「
無
気
味

さ
は
、

日
常
的

に
は
隠
蔽
さ
れ
て
は
い
る
が
、
世
界

-
内

-
存
在

の
根
本

様

式
で
あ
る
」
。
配
慮

さ
れ

た
内
世
界
的

-
事
実
的
な
事

物

(
の
連
関
)

の
許

に
安

心

ザ

イ

ノ

し
て

「居

つ
け
な
い
」
無
気
味

さ
の
た
だ
中

に
開
示
さ
れ
る
裸

の
存
在

へ
の
聴
従
が
、
良
心
と
よ
ば
れ
る

「自
己
」

の
生
起

で
あ
り
、

こ
の
存
在
-
自

己

の
呼
応

の
生
起

が
日
常

の
事
物

(道
具
)
経
験

の
根
底
に
潜
む

「
世
界

-
内

-
存
在
の
根
本
様
式
」
だ
と

ハ
イ
デ
ガ
ー
は
主
張
す
る
の
で
あ
る

(
　

　)。
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