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〈
超
越

論
的

〉
対
象

は

、

『
純
粋

理
性

の
批

判

(第

一
版

1ー

一
七

八

一
年

、
第

二
版

ー

一
七

八
七
年

)

に
お
け

る

カ
ン
ト

の
理
論

構
成

の
う
ち

に
枢
要

な
座

を
占

め

る
概
念

で
あ

る
。

し
か

し
、
こ

の
概
念

の
内

包

は
、
な

る
ほ
ど

、
二
義

を
も

つ
。
そ

れ
は
、
以

下

の
よ
う

に
概

括

さ
れ

う
る
。

　ヨ
　

①

〈
超
越

論
的

〉
対

象

は
、

現
象

と
物

そ

の
も

の

と

の

「
批
判

し
的

区

別

に
な

る

「
外

し
と
し

て

「未

知
　

)で
あ

り
、

ま
た
同

時

に
感
性

の
触

発
者

で
も
あ

る

か
ぎ

り

に

お

い
て
、
主
観

か
ら
、

い
わ
ば
も

っ
と
も
遠

く

に
あ

る
対
象

で
あ

る
。
1

〈
超

越
論

的

〉
対
象

の

「
感

　
ヰ
　

性

の
相

関
者

」

と
し

て

の
側

面

。

②

〈超
越
論
的
〉
対
象
は
、
主
観
の
根
幹
を
な
す
超
越
論
的
統
覚
の

「相
関
者
」
(
　

)で
あ
る
。
1

〈超
越
論
的
〉
対
象
の

「悟
性
の
相
関

ハヨ
　

者

し

と
し

て

の
側

面

。

〈
超
越
論

的
〉
対
象

の
二
義

性

と

「批
判
」

超
越

論

的
」

と

「
ア

・
プ

リ
オ

リ
な

総
合

」

村

田

貴

信



こ
う

し
た

二
義

を

と
ら
え

て
、

カ

ン
ト

に
よ

る

「
〈
超
越

論

的
〉
対

象
」
概

念

の
定
義

の
不
適
切

を
難

じ

て

み
た
り

、

二
義

の
う

ち

の
ど
ち
ら

が

真

正

の
内
包

を

な
す

の
か

と
質

し
て

み
た

り
す

る

こ
と
は
、

カ

ン
ト

の
真
意

を

汲

み
取

る
道

を
閉

ざ

し

て
し
ま

う
。

ハ
ど
　

そ

れ
と

い
う

の
も
、

刃
超
越

論

的
〉
対

象
し
概

念

の
　

批

判
　

に

お
け
る
初

出
箇

所

で
、

カ

ン
ト

は
、

こ

の
概

念

を
、
表

象

の
、

表
象

と

は
区

別

さ

れ
る
対

象

へ
の
関

係
可

能
性

へ
の
問

い
に
お

い
て
問

わ
れ

て

い
る
当

の
対
象

で
あ

る
、

と
規

定

し

て

い
る
か
ら

で
あ

る
。

こ

れ
は
、

そ
う

し

た
問

い

へ
の
解
答

が
果

た

さ
れ

ね
ば

な
ら
な

い
し
、

ま
た
果

た

さ
れ
う

る

(む

し
ろ
、

果

た
さ

れ
え

た
〉
と

い
う

立
場

か

ら
見

る
な

ら
、

〈超

越
論

的

〉
対

象

は
、
①

で
あ

り
、

か

つ
ま

た
同
時

に
②

で
あ

る
、

と
言

う

に
等

し

い
。

た
だ

し
、

こ

の

「
同
時

」
と

い
う

こ

と
の
う

ち

に
は
、
　
批
判
　
中
最

大

の
労
苦

を
要

し

た
(》
×
≦

ζ

演

繹
し
の
試

み
が
横

た

わ

っ
て

い
る
。
〈
超

越
論

的

〉
対

象
が
①

の
側
面

を
も

つ
が
ゆ

え

に
、

純
粋

悟
性

概
念

の
客

観
的

妥
当

性

の
権
利

根
拠

を
閲

明

す

る

「
超
越

論

的
」
演

繹

が
あ

え

て
解

明

を
要

す

る
問

い
と
し

て
立

て
ら

れ

た

の
で
あ

る
し
、

十
全

な
根

拠
を

も

っ
て
そ

の
解

明

に
成
功

し

え
た

と

い
う
確

信
(》
×
囮
ご
あ

る
が

ゆ
え

に
、

〈超

越
論

的

〉
対
象

の
も
う

一
つ
の
側

面

と
し

て
②

が
主
張

さ

れ
え

た

の
で
あ

る
。

と

こ
ろ

で
、
②

が
主

張

さ
れ

た
時
点

で
①

は
捨

て
ら
れ

た

の
で
あ

ろ
う

か
?

も

し
そ
う

で
あ

る

な
ら
、

②

は
盤
根

錯
節

か
ら

の
た
ん

な

る
逃

避

に
な

る
解

答

で
あ

る

に
す
ぎ

な

い
。
①

あ

る

が
ゆ

え

に
、

「
荊
棘

」
の
道
(こご
×
い
日

)
で
あ

り
な

が
ら

も
、
問

い
が
問

い
で
あ

り
え
た

に
も

か

か
わ

ら
ず

、
問

い
の
問

い
と
し

て

の
成

立
基

盤

を
そ

れ
は
掘

り
崩

し

て

い
る
。

そ
れ

は
も

は
や

「超

越

論
的

」
問

題
設
定

へ
の
解

答

で
は

な

い
。
　
超

越

論
的

L

問
題

設
定

へ
の
解
答

と

は
、

こ
う

し
た
困

難
を

突
破

す

る
道
を

歩

む

こ
と

で
あ
り
、

こ
れ

の
み
が
、

残

さ

れ
た

「
唯

一
の
道

」
(》
×
ヨ

で

あ

る
。

演

繹

が

「
超
越

論

的
」
演

繹

で
あ

る

か
ぎ

り

は
、
①

が
保

持

さ
れ

つ

つ
②

が
言

わ

れ
な

け

れ
ば
な

ら
な

い
。

〈
超
越

論
的

〉
対
象

は
①

で
あ
り

か

つ
同

時

に
②

で
あ

ら
ね
ば

な

ら

な

い
し
、
そ

う

で
あ

る
か
ぎ

り

に
お

い
て

の

み
、

演
繹

は

「
超
越

論
的
　

演

繹

と
し

て
果

た

さ
れ
う

る
。
演

繹

が

「超

越
論

的

」
な

も

の
と

し

て
追

究

さ
れ
遂

行

さ
れ
う

る

こ
と

と

〈
超

越
論

的
〉

対
象

の
二
義

が
統
括

的

に
把
握

さ

れ
ね
ば

な

ら
な

い
こ
と

と
は

相

即
不
離

で
あ

る
。



以

上
、

本
稿

の
基

本
的

視
角

を
述

べ
た
。

以
下
、

下
記

二
点

の
解

明

を
中

心

と
し

て
、

「
〈
超
越
論

的

〉
対

象
」

概
念

の
二
義

の
統
括

的

な
把
握

を
試

み

る
。

(
一
)

「
〈
超

越
論

的
〉

対
象

」
概

念

は
、
認

識

「
批
判

」

を
基
盤

と
し

て
立

て
ら

れ
た
、

表
象

の
、

表
象

と

は
区
別

さ

れ

る
対

象

へ
の
関

係

可

能
性

に

つ
い
て

の

「
超
越

論
的

」

な
問

い
に
た

い
し

て
、

ア
・
プ

リ
オ

リ
な
総

合
判

断

の
可
能

性

の

「
演
繹

」

に
よ

っ
て
解

答

を
与

え

る
と

い
う
、

一
つ
の
問
題

設
定

と
問
題

解
決

と
の

つ
な
が

り

の
う

ち

に
問

わ

れ

て

い
る
当

の
対

象

で
あ

る
。

す
な

わ
ち

ま
た

、

い
わ

ゆ
る

「
〈超

越

論
的

〉
対
象

」

概
念

の
二
義

性

(①

「感

性

の
相
関

者

」
と
し

て

の
側
面

と
②

「悟

性

の
相

関
者

」
と
し

て

の
側
面

)
は
、

「
批
判

」
を
基

盤

と
す

る
、

そ
う

し
た

一
つ
の
問

い

の
設

定

の
方
法

(「
超
越

論
的

」
)
の
反
映

(①

の
側

面

)
で
あ

る
と
同

時

に
そ

の
問

い

へ
の
解
答

の
方

法

(
「
ア

・プ

リ

オ
リ

な
総
合

」
)

の
反
映

(②

の
側

面
)

で
あ
る
。

(
二
)
超

越
論

的
真

理

に
よ

っ
て
主

張

さ
れ

て

い
る

の
は
、
真

理

に

つ
い
て

の
対

応
説

か
ら
真

理

に

つ
い
て

の
整

合
説

へ
の
移
行

で
は
な

く
、

へ
　

　

両

説

の
統
合

で
あ

る
。

〈
超
越

論

的
〉
対
象

の
議

論

は
、
対

応
説

か
ら
整
合

説

へ
の
転
換

で

は

な
く
、

両
説

が

一
つ
の

〈
超

越
論

的

〉
対
象

の
二
義

性

と
照

応

す
る
文

脈

を
な

す

こ
と
を

つ
う

じ

て
、
両
説

の
統

合

を
表

現
す

る

も

の
で
あ

る
。

二

「超

越
論

的

」

と

い
う

概
念

は
、

「
〈
超

越
論

的
〉

対
象

」
概

念

と
そ

の
出
来

の
場

を

同
じ

く
し

て

い
る
。

あ

ら
か

じ
め
獲

得
ず

み
の

「超

越
論

的
」

と

い
う
概
念

を

「
対

象
」

へ
の
形
容

と

し

て
付

す

こ
と

に
よ

っ
て
は
じ

め

て

「
超
越

論

的
対

象
」

な

る
概
念

が
得

ら

れ
た

の

で
は
な

い
。

む

し

ろ
、

「超

越
論

的
」
と

い
う
概
念

は
、

「
〈
超
越
論

的

〉
対
象

」
概
念

を

そ

れ
と

し
て
確

定

す
る
過

程

に
お

い
て
彫

琢

さ
れ

つ

つ
、

そ

の
内
包

を
整

え

た
概

念

で
あ

る
。
す
な

わ
ち
、
表

象

と
対
象

と

の
関
係

可
能

性

を
問

う

こ
と

に

お

い
て
、

い
か
よ
う

の
境
地

に
お

い
て
そ

れ
を

問
う

か

と

い
う
、

こ

の
問

い

の
方

法

の
彫
琢

過
程

の
な

か
で
得

ら
れ
、

そ

う

で
あ

る
が

ゆ
え

に
、

こ

の
問

い
の
方
法

を
特

徴
づ

け

る

こ
と
を
自

己

の
使
命

の
本
質

と



し

て
担

わ

さ
れ

て

い
る
も

の
、
そ

れ
が

、

「超

越
論

的

」
、

で
あ

る
。

し
か

も
、

こ

こ
で
問

わ
れ

て

い
る
対
象

は

〈
超
越

論

的
〉

対
象

で
あ

る
が

ゆ

え

に
、

ほ

か
な

ら
ぬ
、

〈
超
越

論
的

〉
対

象

を
巡

る
問
題

こ
そ
が
、

「
超

越
論

的
」

と

い
う

こ
と

の
意
味

と
意

義

と
を
閲

明

す

る
作
業

の
核

心
を

な

す
し
、

逆
も

ま

た
し

か
り

で
あ

る
。

と

こ
ろ

で
、

そ
う

し
た
作
業

を

進

め
る
う

え

で
、

『批

判

』

「超

越
論

的
感

性
論

の
た

め

の

一
般

的

注
解

」

は
、
際

立

つ
重

み
を
も

ち
、

も

っ
と

も
適

切

な
教

示

を
与
え

て
く

れ

る
。

カ

ン
ト
は
、

そ

こ

で
、

「
超
越

論

的
」
と

い
う
概
念

の
形
成
史

を

、
表
象

の
、
対

象

へ
の
関

係
可

能
性

へ
の
問

い
を
基

軸

に
遂
行

さ

れ
た
思
索

過

程

と
し

て
叙
述

し

て

い
る
。

そ
れ

は
、

〈超

越

論
的

〉
対
象

へ
の
問

い
を

、
問

い
と
し

て
、

し

か
も

「
超
越

論
的

」

な
問

い
と

し
て
確

立

し
、

そ

こ
で
問

わ
れ

て

い
る
も

の
が
、

他

の
な

に
も

の

で
も
な

く
、

〈
超
越

論
的

〉
対
象

で
あ

る

こ
と
を
確

定

す
る
過

程

で
あ

る
。

「超

越
論

的

」
は
、

本
来

的

に
、

〈
超
越

論
的

〉
対

象

へ
の
問

い

の
方

法
を
特

徴

づ

け
る
も

の
と
し

て
彫
琢

さ

れ
た
概

念

で
あ

る
。

　
　

　

『批

判
』

で

は

「
総
合

」
的

に
叙
述

し

た

と

言

い
な

が
ら

も
、

『
批
判

』

の
屋
台

骨

を
な

す
根
本

術
語

に

つ
い
て
、

カ

ン
ト
は
、

「
分

析
」
的

に

そ

の
創

出

の
事
情

を
説

明

し

て

い
る
。

「
批

判
」
1

「
超
越

論
的

」

(「
〈
超

越
論

的
〉

対
象

」
)
i

「
ア

・プ

リ

オ
リ

な
総
合

」

は
、
術

語

の
形
成

史

そ

の
も

の
が

『批

判
』

本
文

中

で
説

明
さ

れ

て

い
る
代

表

的
な
例

で
あ

る
。

こ
れ
ら

の
術

語

は
、

そ

の
創

出

の
歴
史

性

を
本
質

的

に
自

己

の
う
ち

に
刻

み

こ
ん

で

い
る
。

こ
れ
ら

は
、

い
わ
ば

相
関

概
念

を

な
し

、
暗

黙

に
か
明

示
的

に
か
、

一
括
的

な
視

点

に

お

い
て
、

他

の
立
場

と

の
対
比

の

歴
史
的

推
移

に
即
し

て
特
徴

づ

け
が

な

さ
れ

て

い
る
。

そ

れ

は
、

カ

ン
ト

の
研

究
史

の
推

移

そ

の
も

の
で
あ

る
。

「超

越
論

的

」

と

「
批
判

」

と
は

、
前
者

は
、
問
題

設

定
を

特
徴

づ

け
る

「
方
法

」

と
し

て
、
後

者

は
、

そ
う

し
た
問

題
設

定

を
可
能

に
す

る

と
と

も

に
、

さ

ら

に
同

時

に
問
題

解
決

を

も
可
能

に
す

る

「
方

法
」

(「
ア

・
プ

リ

オ
リ

な
総
合

」
)

と

し
て
相

関

し
て

い
る
。

『批
判

』

が

「方

法

に

つ

い
て
の
論
考

」
(bd
×
×
Hご
で
あ

る
と
言

わ

れ

る
所
以

で
あ

る
。

「批

判

」
ー

「
超
越

論
的

」

(「
〈
超

越
論

的
〉

対
象

」
)
ー

「
ア

・
プ

リ
オ

リ
な
総

合
」

と

い
う
相

関
概

念

の
創
出

の
出

発

点

に
遡
源

す

れ
ば

、

そ

こ

に
は
、

「真

理

と
は
何

か
」
と

い
う

「
古

く

か
ら

の
有
名

な
問

い
」
が
存

し

て

い
る
(〉
宅

11

じd
・。
卜。
)。

「
認

識

の
対
象

と

の

一
致

」
(〉
㎝
・。
11

uσ
。。
・。
)

と

い
う

と
き

の
そ

の

「
一
致

」
と

は

い

っ
た

い
何

を
意
味

す

る

の
か
?

こ
れ

を
問

う

こ
と
が

す

べ

て
の
始

ま
り

で
あ

る
。

『批

判

』
が
存

在

の



問
題

と
認

識

の
問
題

と

の
交
差

す

る
場

面

で
展
開

さ

れ
る

の
も
、

そ

れ
が
、

認
識

と
存

在

と

の
か

か
わ
り

あ

い

に
ほ
か
な

ら
な

い
、

真
理

へ
の
問

い
と

い
う
出

発
点

に
根
本

的

に
特
徴

づ

け
ら

れ

て

い
る
か

ら

で
あ
る
。

そ

う
し

た

か
か
わ

り
あ

い
が

い
か
に
し

て
可
能

な

の
か
が
、

カ

ン
ト

の
初

動

の
根
本

的

な
問

い
で
あ

る
。

真

理

と
は
何

か
と

い
う
、
こ

の
問

い
が
ま

さ

に
問

わ
る

べ
き

も

の
で
あ

る
と

い
う

こ
と

の
再
確

認

は
、
懐

疑
論

と

の
接
触

を
契

機

と
し

て

い
る
。

「認

識

と
対
象

と

の

一
致

」

と

い
う
、

そ

の
一

致

と

は
そ

も
そ

も
何

で
あ

る

の
か
、

と

い
う

こ
と
が

、

そ

こ
で
あ

ら
た

め

て
問

わ

れ
る
。

こ

れ

は
、
独

断
論

の
呪
縛

か
ら

脱
す

る

の
み

に
と

ど
ま

ら
ず
、

カ

ン
ト

が
彼

独
自

の
哲

学

の
形
成

に
歩

み
を

始

め
る
う

え

で
、
決

定
的

か

つ
根
本

的

な
問

い
で
あ

っ
た
。

こ
う

し
た
事

情

は
、

こ

の
場

の
論
述

と

し
て

は
、

「感

性

と
知

性
」
と

の
区
別

に
お
け

る

「論

理
的

」
区
別

と

の
対
比

(
　

一
)
に
よ

っ
て
、

ま

た
、

「
現
象

」

の

「
認
識

」

と

「
対

象

そ

の
も

の
」

の

「
認
識

」

と
の
区

別

に
お

け
る

「
経
験
的

」
区

別

と

の
対

比
(
　

)
に
よ

っ
て
、

自
己

の
そ
れ

ぞ

れ

の
区

別

の
方
法

を

「超

越

論
的

」

と
特
徴

づ

け

る
こ

と
(
　

)の
う

ち

に
現
わ

れ

て

い
る
。

そ
れ

に
よ

れ
ば

、

「超

越
論

的

」
と

は
、

ま
さ

に

「
認
識

と
対

象

と

の

一
致

」
の
可

能
性

を
問

う

も

の
で
あ

り
、
同

時

に
し

か
し
、

そ

こ

で
、

そ

う

し
た

「
内

容
」
(
　

)が
問

わ

れ
て

い
る
だ

け

で
は

な
く
、

「
起

源
」
(
　

)も

ま

た
問

わ
れ

て

い
る

こ
と

か
ら
し

て

(
「
批
判

」
)
、

表
象

が

、
対

象

の
側

か
ら
由

来

し

て

い
る

の
か
、
あ
る

い
は
、
主
観

の
側

に
発
す

る

の

か
、
と

い
う
問

題

が
そ

こ

に
は
含

ま
れ

て

い
る
。
そ

し

て
、

も

ち

ろ
ん
、

問
題

が

そ
う

し
た
形

で
問

わ

れ
る

か
ら

に
は

、
対

象

の
側

か
ら

で
は
な

く
、

主
観

の
側

か
ら

の
対

象

へ
の
接

近

(
「
ア
・
プ

リ

オ
リ
な

総
合

」
)
が
主

と

し

て
目
論

ま
れ

て

い
る
。

そ
う

し

た
二
段

構

え

の
区

別

を

つ
う
じ

て
可
能

に
な

っ
た

こ

の
問

い
に
お

い

て
は
、
「
経
験

的

客
観

」
(
　

)
が
、

一
般

に
、

「
対
象
自

体

そ

の
も

の
を

示

す

か
ど
う

か
」
(
　

)が
問

わ

れ
る
。
そ
し

て
、
「
表
象

と
対

象

と

の
連

関

に

つ
い
て

の
こ

の
問

い
」
(
　

)が

、
「超

ら
　

　

越
論

的

」
(
　

)
と
呼
ば

れ
、

こ

の
問

い
に
お

い
て
問

わ
れ

て

い
る
当

の
対
象

が

、

「
〈
超
越

論
的

〉
客
観

」
　

)
と

呼
ば

れ

る
。

し
か
も

、

こ

の
客

観

は
、

「
わ
れ

わ

れ

に
は
あ
く

ま

で
未
知

に
と
ど

ま

る
」
(
　

)、

と
言

わ
れ

て

い
る
。



カ

ン
ト

が

こ
こ

で
言

っ
て

い
る

の
は
、

主
観

と
対

象

と

の
関

係

が
可
能

で
あ

る
と

し
て
、

そ

の
関
係

が
対

象

の
側

か
ら

可
能

に
な

る

と
し
た

な

ら
、

そ

れ
は

ア

・
ポ

ス
テ
リ

オ
リ

な
も

の

で
あ

り
、

逆

に
、
主

観

の
側

か

ら
そ

の
関
係

が
可

能

に
な

る
と

し
た

な
ら

、
そ

れ

は
ア

・
プ

リ
オ

リ
な

も

の
で
あ

る
、

と

い
う

こ
と

で
あ

る
。

そ
し

て
、

そ

の
う
え

で
、

で

は
、

そ
う

し
た
主

観

の
側

か
ら

の
、

す
な

わ

ち
、

ア

・
プ

リ

オ
リ

な
、
対

象

へ
の
関
係

が
、

い
か

に
し

て
可

能

で
あ

る

か
、

と
問

う

て

い
る
。

し

か
も
、

そ

こ

で
問

わ
れ

て

い
る
か
ぎ

り

に
お

い

て
、

問

わ
れ

て

い
る
対
象

は

〈
超

越
論

的
〉

客
観

で
あ

り
、

す

で

に
　

わ

れ

わ
れ

に
は
未

知

に
と

ど
濠

る
し

こ
と

も
、

あ
る
意

味

で
前
提

し

た
う

え

で
、

な

お
、

こ
と
さ

ら

に

カ

ン
ト

は
問

う

て

い
る
。

三

コ
ペ

ル

ニ
ク

ス
的
転

回

と

い
う

「
思
考

法

の
変
革

」
意

図
だ

け

は
、

こ
う

し

て
十

全

な
形

で
表

わ

し
え

た
。

し
か
も

、

こ

こ
で
は
、

「
感
性

」
の

「批

判

」

は
遂
行

さ

れ
終

え

て

い
る

こ
と
が

前
提

さ

れ
、

主

と
し

て

「
知

性
し

が

さ
ら

に
な

お

「
批

判
篇

さ

る

べ
き
も

の
と

し

て
自

覚

さ

れ
て

い

る
。

「知

性

」

は
、

い
ず

れ
、

「
理
性

」
と

「
悟
性

」

と

に

「
批

判
的

」

に
区
別

さ

れ
、

そ
れ

ぞ
れ

の

く
超

越
論

的

V
客
観

へ
の
関
係

可

能
性

が
吟

味

さ

れ
る
。

こ
こ

で
重

要

な

こ
と

は
、
知
性

の
能

力
を

ど

の
よ
う

に
見
定

め
る

か
、
と

い
う

こ

と
が
、
〈超

越
論

的

〉
対
象

へ
の
問

い
の
確

立

と
同
時

で
あ

り
、

あ
る

い
は

む
し

ろ
、

そ
れ

へ
の
解

答

の
模
索

の
な

か
で
見

定

め
ら

れ
え

た
、

と

い
う

こ
と

で
あ
る
。

カ

ン
ト

は
、

こ
う

し
た

問

い

の
境

地
を

「
人
間
的

理

性
」
を

し

て
独

断
論

と
懐

疑
論

と

い
う

「
二

つ
の
断
崖

」
(
　

)を
通

り
抜

け

せ
し

め

る
も

の
と
説

明

し

て

い
る
。

「
感

性

と
知
性

」
と

の

「論

理

的
」
区
別

に
対

す

る

「
超
越

論
的

」
区
別

は
、

す

で

に

『可

感
界

と
可

想
界

と

の
形
式

と
原

理
』

(
一
七
七
〇

年
)
で
も
展
開

さ
れ

て

い
る
。

し
た
が

っ
て
、
認

識

に

つ
い
て

の

「
経
験

的
」
区
別

と
の
対
決

は
、

こ

の
あ

と

の

こ
と

に
属

す

る
。

し

か
も
、

こ

こ
で
断

崖
を

形
成

す

る
懐
疑

論

と
し

て
、

ヒ

ュ
ー

ム
が
名
指

さ
れ

て

い
る

こ
と

か
ら
す

れ
ば
、

理
性

を
　
錯

覚
」
(
　

)と
見

な

す
、



　　
　

ヒ

ュ
ー

ム

の
理
性
把

握

と

の
対

決

が
決
定

的

な
転
機

と

な

っ
て

い
る

。

こ
う
し

た
覚

醒
を

主
導

し

た
問

い
は
、
〈
超

越
論

的

〉
対
象

へ
の
表
象

の
関

係

可
能
性

へ
の
問

い
で
あ

る
。
そ
し

て
や

が

て
、
こ

の
問

い
は
、
「
ア
・

プ
リ

オ
リ

な
総

合
判

断

は

い
か

に
し

て
可

能

で
あ

る

か
?
」

(
　
㊤
)と
定

式
化

さ

れ

る
。

こ
の
定

式
化

に
お

い
て
は
、

認
識

と
客

観

と

の
関

係

可
能
性

へ
の
問

い
が

認
識

主
観

の
判

断
構

成

の
分
析

に
お

い
て
処

理

さ
れ

る
こ

と
が
表

明

さ
れ

て

い
る
。

判
断

は
認

識
能

力

に
よ

っ
て
遂

行

さ
れ

る
が

ゆ
え

に
、

認
識
能

力

の
分

析
が

な

さ
れ
、

認
識

の
起

源
、

範

囲
、

限
界

が
最

重
要

の

こ
と
が
ら

と

し

て
精

査

さ
れ

る

(
「
批
判

」
)
。

「
表
象

と

そ

の
対

象

と

の
連

関
」

へ
の
問

い
が

「
超
越

論

的
」

で
あ

る

と

い
う

こ
と
は
、

ア

・
プ

リ
オ

リ
な
総

合
判

断

の
可
能

性

へ
の
問

い
が

た
ん

に

そ
れ

の

「
い
か

に
」

に

つ
い
て
の
問

い
で
あ

る

だ
け

で

は
な
く

、

そ
も

そ
も

そ
う

し
た
判

断

が

「
可
能

で
あ

る

か
否

か
」

の
問

い
を
含

ん

で

い
る

こ
と
を

意
味

し

て

い
る
。

つ
ま

り
、

ア

・
プ

リ

オ
リ

な
総

合
判

断

の
可
能

性

の
問

い
は
、

た

ん

に
確

立
ず

み

の
認

識

に

つ

い
て

そ

の

「
い

か

に
」
を

問
う

と

い
う

こ
と

で
は

な
く
、

形

而
上
学

的

認
識

の

「
可
能

で
あ

る

か
否

か
」

を
同
時

に
問

う

て

い
る
。

こ
こ

に
は
、

「
超
越

論
的

分

析
論

」

に
た

い
し

て
、

「超

越

論
的

感
性

論
」

が
叙

述

に

お

い
て
先

行

し
な

け

れ
ば

な
ら
な

か

っ
た
所

以

も
よ

く
現

わ

れ
て

い
る
。

同

一
の
物

に

つ
い
て
、

そ

の
物

の
現
象

と

そ

の
物

そ

の
も

の
と

を
区
別

す

る

こ
と

は
、

時

間

・
空
間

の
超

越
論

的

に
観
念

的

に
し

て
経

験
的

に
実

在
的

と

い
う
教

説

に
基

づ

い
て

い
る
。

し

か
も
、

こ
の
区
別

が

な

い
と
、

「
超
越

論
的

」
問

題
設

定

は
鮮
明

に
な
ら

な

い
か
ら

で
あ

る
。

こ

れ
は
、

『可
感

界

と
可

想
界

と

の
形
式

と

原
理
』

が

『批
判

』

に
先

行
し

な

け
れ
ば

な

ら
な

か

っ
た
事
情

と
平

行

的

で
あ

る
。

『
可
感

界

と
可
想

界

と

の
形

式

と
原

理
』

に
お
け

る
感
性

と
知

性

と

の

「
批
判

的

」
区

別
を
前

提

と
し

て
立

て
ら
れ

た
、

い
わ

ゆ
る

「
沈
黙

の

十
年

」

に

お
け

る

「
超
越

論
的

」

対
象

へ
の
問

い
が
、

『
批

判
』

に
お

い
て
、

ア
・
プ

リ

オ
リ
な

総
合

判
断

の
可

能
性

へ
の
問

い
と

し

て
解

答

を
試

み
ら
れ

た

こ
と

か
ら
す

れ
ば
、

こ
れ
ら

が
、

一
つ
の
、

〈
超
越

論

的
〉
対

象

へ
の
問

い
を

め
ぐ

る
、
問
題

意

識

と
そ

れ

に
応

じ

た
問
題

提
起

、

問
題

解
決

の
流

れ

を
形
成

し

て

い
る

こ
と

は
明
ら

か

で
あ

る
。



四

「
超
越

論
的

」

と

い
う

の
は
、
問

う

こ
と

そ

の
も

の
で
あ

る
。

認
識

「
批

判
」

と

い
う

の
は
、

そ
う

し

た
問

い
を

可
能

に
し
、
解

決

に
導
く

方

法

で
あ

る
。

「批

判

篇

の
根

本

が
感

性

と
悟

性

と

に
認
識

能
力

を
区

別

す
る

こ
と

に
あ

り
、

「
超
越

論
的

」

が
、
表

象

の
、
対

象

へ
の
関

係

可
能

性

を
問

う

こ
と
、

で
あ

る

以
上
、

「
超

越
論

的
」

に
問

わ

れ
た
、

そ
う

し

た
問

い
に
お

い
て
問

わ
れ

て

い
る
当

の
対

象

と
し

て
、
〈
超

越
論

的

〉
対

象

は
、

感
性

と
悟

性

と

の
区

別

に
照
応

し

て
、

二

つ
の
意
味

を

も

つ
。

す

な

わ
ち
、

一
つ
は
、
①

「
感
性

の
相

関
者

」

と
し

て

の
側

面

に

お
け

る
物

そ

の
も

の
と

し

て
の
意
味

で
あ

り

、
も

う

一
つ
は
、

②

「
悟

性

の
相
関

者
」

と

し
て

の
側
面

に
お
け

る
、

ア

・
プ

リ

オ
リ

な
総
合

(
現
象

)

と
か

か
わ
る

と

い
う
意
味

で
あ

る
。

〈
超

越
論

的
〉

対
象

は
現

象

と

か
か
わ

る
と
同

時

に
物

そ

の
も

の
で
も

あ

る
。
そ

れ
が
物

そ

の
も

の
で
あ

る

の
は
、

そ

れ
が
触

発

を

つ
う
じ

て
現
象

す

る

こ
と

に
お

い
て
同
時

に
自

ら

を
隠

す

こ
と

に
よ

っ
て
で
あ

る
。

し
た

が

っ
て
、
②

は
①

を
前

提

す

る
。

超

越
論

的
対

象

は
、
基

本
的

に
①

で
あ
る

こ

と
に
よ

っ
て
、
②

と
し

て

の
意

義

を
も

つ
。
②

は
、
現

象
を

?

つ
じ

て
、

そ

の
現

象

の
普
遍

妥
当

的
限

定

に

お

い
て
、

す

な
わ

ち
、
統

覚

の
超
越

論
的

』

性
L

が

現
象

に
お

い
て
あ

ら
わ

す
普
遍

妥
当

的
限

定

が

〈
超

越
論

的
〉

対
象

と
の
現
象

の

「
連
関

し
(〉
一
8
)を
意

味

す
る

と
し

て
客
観

的
妥

当
性

が

〈超

越

論
的

〉
対
象

と
の
表
象

の

「連

関

し
に
お

い
て
、
実

現

す
る
、

そ

う
し

た
表
象

の
統

一
の
関

係
点

で
あ

る
。

〈
超
越

論
的

V
対

象

が
①

で
あ

る

か
ら
、

そ
う

し
た
関

係
点

た

る

こ
と
を
求

め

ら

れ
て

い
る

の
で
あ

る
。

〈
超
越

論
的

〉
対

象

の
①

の
側

面

は
、
表
象

の
、

対
象

へ
の
関
係

可
能

性

へ
の
超

越
論

的

な
問

い
の
設
定

と
相

即

し

て
規

定

さ
れ

た
も

の

で
あ

る
。

そ

う
し

た
対
象

を
措

定

す

る
こ

と

に
よ

っ
て
、
は

じ

め
て
、
表

象

の
、
対

象

へ
の
関

係

可
能

性

へ
の
問

い
が
、
超

越
論

的

な
問

い
と

し

て
設

定

さ
れ

う
る
。

〈
超
越

論
的

〉
対

象

の
②

の
側

面

は
、
表
象

の
、

対
象

へ
の
関
係

可
能

性

へ
の
超

越
論

的

な
問

い
が

、

ど

の
よ
う

に
し

て
解
決

さ

れ

る

べ
き

か

と

い
う
視

点

か
ら
規

定

さ
れ

た
も

の

で
あ

る
。

〈
超

越
論

的
〉

対
象

の
側

か
ら
で

は
な

く
、

そ
れ

へ
と
超

越

を
試

み

る
主
観

の
側

か
ら

、
〈
超

越
論



的

〉
対
象

へ
の
超
越

が
何

ら

か

の
形

で
可

能

で
あ

る

と
し
た

な
ら
、

〈
超

越
論

的
〉
対
象

は
、

そ
う

し

た
②

の
側
面

に
お

い
て
規
定

さ

れ

る
必
要

が

あ

る
。

そ

れ
が
、

〈
超
越

論
的

〉
対

象

の
②

の
側

面
と

し

て
の
、
統

覚

の
超
越

論
的

」

性

L

と

の

「
相
関

」

で
あ

る
。

〈
超

越
論

的
〉

対
象

の
①

の
側

面

は
問
題

設
定

を
反

映

し
、

〈超

越
論

的

〉
対
象

の
②

の
側
面

は
問

題
解

決

を
反
映

し

て

い
る
。

「超

越
論

的

」

と

「
ア
・
プ

リ

オ
リ
な

総
合

」

と
が
、

「
批
判

」

を
前
提

と

し

て
、

〈
超
越

論

的
〉

対
象

の
①

の
側

面

と
②

の
側
面

と

に
反
映

し

て

い
る
。

そ
し

て
、

そ
う

し
た

〈
超
越

論
的

〉

対
象

の
二
義

の
あ

い
だ
を

ど
う
架

橋

す

る
か
、

と

い
う

の
が
、

ア

・
プ

リ
オ
リ

な
総

合
判

断

の

「
演

繹
」

問
題

に
ほ

か

な
ら

な

い
。

「
ア

・
プ
リ

オ
リ

な
総
合

判

断

は

い
か
に
し

て
可
能

で
あ

る
か

?
」
は
、

一
見

た
ん
な

る
問

い
の
よ
う

に
見

え

る
が
、

「
合

理
的

」
(〉
㎝
・。
11

ud
。。
N
)

な
問

い
と
し

て
、
同

時

に
解
決

の
仕

方

を
自

ら

の
う
ち

に
含

み
込

ん
だ
問

い
で
あ

る
。

す
な

わ
ち
、

超
越

論
的

批

判
的

な
問

い
で
あ

る
。

そ
れ
が

問

い
で
あ
る

こ
と

に

お

い
て
、
そ

こ

で
ア

・プ

リ

オ
リ

な
総
合

判
断

が
判

断
対

象

と
し

て
目
指

し

て

い
る

の
は
、

〈
超
越

論
的

〉
対

象

で
あ

る
。

し

か
し
、
そ

の
可
能

性

が
問

わ

れ
て

い
る

こ
と

に
お

い
て
、
〈
超

越
論

的

〉
対
象

へ
の

こ
の
判
断

の
妥

当
性

は
、
あ
る
制

限
性

の
も

と

に
実

現

さ
れ

る
。

同

時

に
ま

た
、

そ
れ
が
解

答

で
あ

る
点

に
お

い
て
、

そ
れ

は
、
〈
超

越
論

的
〉
対
象

へ
の
表
象

の
関

係
可

能
性

が

こ

の
判

断

を

つ
う
じ

て

の
み
可
能

で
あ

る

こ
と
を
示

し

て

い
る
。

そ
し

て
、

そ

の
こ
と

に

お

い
て
、

〈
超
越

論
的

〉
対

象

へ
の
、

こ
の
判
断

を

つ
う

じ

て

の
み
可
能

な
関
係

仕

方

の
制

限

性

と

い
う

の
が
、

こ

の
判

断

そ

の
も

の
の
制
限

性

で
あ

り
、

こ

の
制

限
性

は
、

現
象

と

し

て
の
多
様

が
与

え

ら

れ
て

の
み

こ

の
判

断
が

可
能

で

あ
り
、

こ
の
判
断

が

現
象

に
た

い
し

て
し

か
妥
当

的

で
な

い
と

こ
ろ

に
あ

ら
わ

さ

れ
て

い
る
。

し

か
し
、

そ

れ
な

ら
、

〈
超
越
論

的

〉
対
象

へ
の
表
象

の
関

係

可
能

性

は
断
念

さ

れ
た

の
か

?

あ

る
意

味

で

は
断
念

さ

れ
、
別

の
あ

る
意

味

で

は
断
念

さ
れ

て

い
な

い
。

ア
・
プ

リ
オ

リ
な
総

合
判

断

は
、

そ
れ

が
可
能

で
あ

る
と

い
う

こ
と

に
お

い
て
、

〈
超
越

論
的

〉
対

象

と

の
関

係
性

を

前

提

し

て

い
る
。
そ

れ

は
、

こ

の
判

断
が

統
覚

の

「
一
性

」

に
お

い
て
成

立

し
て

お
り
、

統
覚

の

「
一
性

」

が
、
表

象

の
多
様

の

〈
超
越

論

的
〉

対
象

と

の
連

関

を
意

味

し
て

い
る

か
ら

で
あ

る
。

し
か

し
、

そ
う

し
た
普

遍
妥

当
的

限
定

を

つ
う

じ

て
た
ん

に

〈超

越
論

的

〉
対

象

は
統
覚

の

』

性
L
と

の

「相

関
」
に
引

き
入

れ
ら

れ
る

の

み
で
あ

っ
て
、
そ

れ
自

体

の
普

遍

妥
当

的
限

定
を

ま

さ

に
そ

の
意

味

で
受

け
付

け
な

い
か
ら

で
あ

る
。



別
様

に
表

現
す

れ
ば

、
〈
超

越
論

的
〉
対
象

は
、

ア

・プ

リ

オ
リ

な
総
合

判
断

の
素

材

を
提

供
す

る

こ
と

に
お

い

て
ま
さ

に
自

ら
を
隠

す

が

ゆ
え

に
、

ア

・
プ

リ
オ

リ
な
総

合
判

断

の
主
語
位

置

に
は
自

ら

を
現

わ

さ
な

い
。

ア

・
プ

リ

オ
リ

な
総
合

判
断

に
お

い
て
成

立
す

る
認

識
主

観

と
対
象

と

の

関
係

そ

の
も

の
を

つ
う

じ

て
、

わ

れ
わ

れ
は
、

〈
超
越

論

的
〉
対
象

と

の

「
連

関

」
を
た

ん

に
確

保

す

る
の

み
で
あ

る
。

し

た
が

っ
て
、

認
識

主
観

と
対

象

と

の
こ

の
関

係

そ

の
も

の
の
う

ち

に
は
、
〈
超

越

論
的

〉
対

象

は
入

っ
て

こ
な

い
。

と
も

あ
れ

、

ア
・
プ
リ

オ
リ

な
総

合
判

断

と
し

て
カ

ン
ト
が

じ

つ
の
と

こ
ろ
真

に
問

う

て

い
る

の

は
、

「
多

様

の
総
合

的
統

一
」

と

い
う
、

客
観

性

の
全
文

脈

を
考
慮

し

た
う

え

で
の
認
識

の

〈
超
越

論

的
〉
対

象

と

の
か

か
わ
り

で
あ

る
。

す
な

わ

ち
、
〈
超

越
論

的

〉
対
象

が
①

.感

性

の
相
関

者
L
と

し

て
、

ま

た
、
②

「悟

性

の
相
関

者
」
と

し

て
、

二
様

の
意

義

に

お

い
て
規

定

さ
れ

る

の
は
、

〈
超
越

論
的

〉
対

象

と

の
か

か
わ

り

に
お

い

て
、

客
観

性

が

「多

様

の
総
合

的
統

一
」

と

い
う

全
文

脈

に
お

い

て
考

察

さ
れ

て

い
る

こ
と

の
証

で
あ

る
。

五

と

こ
ろ

で
、

こ

の
よ
う

に
、
〈
超

越

論
的

〉
対

象

の

二
義

性

は
、

一
方

で
①

「
超
越

論
的

」
問

題
設

定

を
意
味

し
、

他
方

で
、
②

ア

・プ

リ

オ
リ

な
総
合

に
よ
る

そ
れ

の
解
決

を
意

味

す

る

の
で
あ

る
が
、

同
時

に
ま
た
、

〈
超
越

論
的

〉
対
象

の
二
義

性

は
、
①

が
真

理

に

つ
い
て

の
対
応

説

の
文

脈

を

な
し
、

②

が
真

理

に

つ
い
て

の
整

合
説

の
文
脈

を
な

す
、

と

い
う
関

係

に
も
あ

る
。

②

に

お
け

る
ア

・プ

リ

オ
リ
な

総
合

と

い
う

の
は

、
①

に

お
け
る

「
超
越

論
的

」

問
題

設
定

の
枠

組

み

の
な

か

で
、

そ
れ

を
前
提

し

た
う

え

で
、

そ

れ
を
ま

と
も

に
引

き
受

け

て
そ
れ

へ
の
解

答

と

し
て
新

た

に
問

い
な

お
さ

れ
た
同

じ

「
超
越

論
的

」

な
問

い
と

し

て

の

「
合
理

的
な

」
問

い
で

あ

る
。

つ
ま
り

、
そ

れ
が
解

答

で
も

あ

る

の
は
、
合

理
的

な
問

い
と
し

て
解
答

を
同

時

に
含

み
込

ん

で

い
る
か
ら

で
あ

る
。
①

に

お
け
る

「
超
越

論
的

」
問

題
設

定

の
枠

組

み
を

捨

て
た

と

こ
ろ
で
、
②

を

新

た

に
立

て
直

し

た
、

と

い
う

こ
と

で
は
な

い
。

①

に
お
け

る
対
応

説
を

捨

て
た

の

で
は
な

く
、
①

に
お
け

る
対
応

説

を
②

に

お
け

る
整
合
説

に
よ

っ
て
ど

の
よ
う

に
解
決

す

る

か
、

と

い
う
事



情

が
、

こ

こ

に
は
あ

る
。

整
合

説

は
対

応
説

的
真

理
観

の
可

能

な
根
拠

を

示
す

も

の
と
し

て
あ

る
。

そ

れ
は
、

あ
く

ま

で
、
対

応
説

的
真

理
観

の

可
能

性

を
示

す
た

め

の
も

の

に
す
ぎ

な

い
。

整
合

説

は
対
応

説

を
根
拠

づ

け
説

明

す
る

の
で
あ

っ
て
、

そ
れ

に
取

っ
て
代

わ

る

の
で
は
な

い
。

カ

ン
ト

は
、

こ
こ

で
、
現

象

と
し

て

の
表

象

の
、

そ
れ

と

は
区

別

さ

れ
る
対

象

と
し

て

の

〈超

越

論
的

〉
対

象

は
、
現

象

し
な

い
か
ぎ

り

で

の

物

そ

の
も

の
と

い
う
意

味

で
、
表

象

に
と

っ
て

「
異
」

な

る
も

の
で
あ

る
か

ら
、

そ
れ

へ
の
表

象

の
関
係

可
能

性

を
問

う
た

と

こ
ろ

で
、

も

と
も

と
不
可

能

に
決

ま

っ
て

い
る
、

と

い

っ
た
態

度

で

こ
の
問

い
を

取
り

上
げ

て

い
る

の

で
は
な

い
。
彼

は
、

あ

く
ま

で
も
自

ら

の
課
題

と
し

て
そ

れ

を
把
握

し
、

真
剣

に
そ
れ

に
答

え
よ

う
と

し

て

い
る
。
す

な

わ
ち
、

真

理

に

つ
い
て

の
対

応
説

な

ど
も

と
も

と
成
立

し

よ
う

の
な

い
も

の
で
あ

っ

て
、
真

理

は
整
合

説

と
し

て
し

か
説

明
し

よ
う

の
な

い
も

の
な

の
だ

と

、
読
者

に
説
教

を
た

れ

て

い
る
の

で
は
な

い
。

カ

ン
ト

は
、

こ

こ
で
、
彼

自

身

の
探
究

過
程

を

『批
判

』

へ
と
導

い
た
、

彼
自

身

の
根
本

的

な
問

い
を
披

歴

し

て

い
る
。

真

理

の
整

合
説

的

な
意
味

で

の
表
象

の
普

遍

妥
当

的
限

定

は
、
統

覚

の
超
越

論

的

「
一
性

」
に
お
け

る
対

象
的

統

一
に
お

い
て
、

た
ん

な

る

「
比

較

的

」
普
遍

性

の

レ
ベ
ル
を
超

越

し
た
、

「
絶

対
的

」
普
遍

性

と

し

て
の
必
然

性

を
保

証

さ
れ

る
こ

と
で
、

は
じ

め

て
、
〈
超

越
論

的
〉

対
象

と

の

「
連

関
」

す
な

わ

ち
、

そ

の

「
客
観

的
実

在
性

」

を
認

め
ら

れ

る
。

た
ん
な

る
現

象
知

が
、

現
象

知

で
あ

り
、

ま
た
、

現
象

知

で
あ

り
う

る

の
は
、

そ

れ
が
、

ま

さ

に
、

〈
超

越
論

的
〉
対

象

を
問

わ
な

い
し
、

問

い

え
な

い
が

ゆ

え

に
、

で
あ

る
。

こ
れ

に
た

い
し
、
哲

学

が

こ
れ

と
区
別

さ

れ
、
区

別

さ
れ

る

べ
き

で
あ

る

と
し

た
な

ら
、

そ
れ

は
、
哲

学

が
、

ま

さ

に
、
現

象
知

の

レ
ベ
ル

に
と
ど

ま

る
の

で
な
く

、
現

象
知

の

レ
ベ

ル
を
超

越

す
る

か
ら

で
あ

り
、

そ

の
こ
と

を

つ
う
じ

て
、

〈
超
越

論
的

〉
対

象

を
問

い
、

問

う

こ
と

に
お

い
て

の
み
哲
学

た

り
う

る

か
ら

で
あ

る
。

〈
超
越

論
的

〉
対

象

へ
の
問

い
は
、

ア

・
プ

リ
オ

リ
な
総

合
判

断

の
可
能

性

の
根

拠
づ

け

と
し

て

の
超
越

論

的
演
繹

に
よ

っ
て
解

答
を
与

え

ら

れ

る
。

そ

こ
で

は
、

現
象

知

の
権
利

「根

拠

」

〈
超
越

論
的

〉
対

象

と

の
現
象

知

の

「
連

関
」

を
示

す

こ
と

に
よ

っ
て
、

同
時

に
そ

の

範
囲

と

限
界

と
が

示
さ

れ

る
。

こ
れ

は
、
現

象
知

が
何

を

明
ら

か

に
し
、

そ

の
よ
う

に
明

ら

か

に
す
る

こ
と

に
よ

っ
て
、

同
時

に
、

何

を
明

ら

か

に
し
な

い
か
を
示

す

こ
と

で
あ

り
、
現

象
知

の
意

味

と
意
義

と

の
確

定

で
あ

る
。



し

か
し
、

哲
学
者

が

、
し

か
も

哲
学
者

だ

け
が

〈
超

越
論

的
〉

対
象

を
問

う

と

い

っ
て
も
、

〈
超
越

論
的

〉
対

象

が
そ

れ

に
よ

っ
て
知

ら
れ

る
、

と

い
う

こ
と

で

は
な

い
。
〈
超

越
論

的

〉
対
象

は

、
依
然

と

し

て
未

知

の

ま
ま

で
あ

る
。

と

い
う

よ

り
、

む
し

ろ
、

〈
超
越

論
的

〉
対

象

が
原
理

的

な
意

味

に

お

い
て
未

知

で
あ

る

こ
と
が

、
明

ら

か

に
な

る

だ
け

で
あ

る
。

な
ぜ

な
ら

、
統
覚

の
超

越
論

的

』

性
L

と

い
う
、

理
論

知

の
極
限

に

お

い
て
、
そ

れ

そ

の
も

の
で
は
な

く
、

た

ん

に
そ
れ

と

の
わ
れ

わ
れ

の
知

の

「連

関

」

の
み
が

、

わ
れ

わ
れ

の
知

の
根
拠

と

し

て
存

す

る

こ
と
が

知

ら
れ

る

の
み

で
あ

る
か
ら

で
あ

る
。

対

応
説

的
真

理
観

か
ら
整
合

説

的
真

理
観

に
仮

に
カ

ン
ト
が
転

換

し
た

と
す

る
な

ら
、

そ

れ
は
、

〈
超
越

論

的
〉
対

象

へ
の
問

い
と

い
う

、
彼

自

ら

が
あ

ら
た

に
定

礎
し

な

お
し

た
哲
学

の
根

本
問

題

を
自

ら
放
棄

し

た

に
等
し

い
。

六

　ロ
　

最
後

に

「演

繹
」
論

章

と

「
す

べ
て
の
諸
対

象

を

一
般

に

フ

ェ
ノ

メ
ノ

ン
と

ヌ
ー

メ

ノ
ン
と

に
区
別

す

る
根
拠

に

つ
い
て

」

の
章

と

に

お
け
る

「
〈
超
越

論

的
〉
対

象

」
概
念

の
削

除

問
題

に
触

れ

て

お
く

。

「
〈
超

越
論

的

〉
対

象
」
概

念

は
、

「
超
越

論

的
」
問

題

設
定

に
お

い
て
生

ま
れ

た
も

の

で
あ

り
、

こ
の
問

い
を

め
ぐ

っ
て

『
批
判

』

の
す

べ
て

の
営

み
が
展

開

さ
れ

て

い
る
以

上
、
削

除

さ
れ

え
な

い
。

す

な
わ

ち
、
〈
超

越
論

的

〉
対
象

の
①

の
側

面

は
残

る
。
事

実

、
削

除

さ
れ
た

の

は
、
②

の
側
面

に

つ
い
て

の
議

論
展

開

を
含

む
部
分

に
限
ら

れ

て

い
る
。

そ

う
す

る
と

、
①

の
側
面

に
お

い
て

〈
超
越

論

的
〉
対

象

の
基
本

性
格

は
保

持

さ

れ
、
〈
超

越
論

的
〉
対

象

へ
の
問

い
も

ま
た
保
持

さ
れ

た
う
え

で
、
②

の
側

面

に

お
け

る
そ

れ
と

の

「
連
関

」
の
あ

り
方

に

つ
い
て
何

ら

か

の
変

化

が
、

た

ん

に
叙

述

の
う

え

で
か
、
叙

述

の
範
囲

を
越

え

て

か
、

あ

っ
た

の
で
あ

ろ
う

か
。

あ

る

い
は
、
①

の
側

面

に

お
け
る

く
超
越

論
的

V
対

象

の
基
本

性
格

を
保

持

し
た

と

い
う
、

ま
さ

に
そ

の

こ
と

ゆ
え

に
、

②

の
側
面

を
保

持
し

え
な

い
結
論

に
達

し
た

の
で
あ

ろ
う

か
。



こ

の
こ
と

は
、
②

の
側

面
が

、

「
連
関

」

の
可
能

性

の
解
決

の
た
め

に
も

と
も

と
設

定

さ
れ

た
も

の

で
あ

る

こ
と

か
ら

し

て
、

ア

・
プ
リ

オ
リ

な

総
合

と

い
う

こ
と

の
、

す
な

わ
ち
、

そ

れ

の
根

源

で
あ

る
統

覚

(カ

テ
ゴ

リ

i
)

の
、

内
容

が
変

化

し

て

い
る

の
で
は
な

い
か
、

と

い
う

問
題

を

孕

ん
で

い
る
。

し

か
も
、

統
覚

(
カ

テ
ゴ
リ

ー
)

は
演
繹

の
中
心
概

念

で
あ

る
か
ら

、
演
繹

の
内

容

の
変

化
を

、

つ
ま

る
と

こ
ろ

は

『批

判
』

の

根

本

的
な

変
化

を
、

予
想

す

る
必
要

が

あ

る
か
な

い
か

の
問

題

で
も
あ

る
。

し
か

し
、

む
し

ろ
ま

さ

に
、

す

で

に
解

明

し

た
ご

と
く
、
②

の
側
面

を

つ
う

じ

て

〈
超
越

論

的
〉

対
象

が
、

も

と
も

と
そ
う

し

た

『批

判
』

の

根
本

問
題

と
密

接

な
問
題

連
関

を

な
し

、
し

か
も

、
①

の
側

面

が
厳
然

と

し

て
残

っ
て

お
り
、

原
理

的
な

意
味

で
の

「
未

知
」

に
と
ど

ま

っ
て

い

る
以

上
、

②

の
側
面

が
保

持

し
え

な

い
と

い
う
結

論

に
達

し
た

、
と

い
う

点

に

つ

い
て

は
、

す
く

な
く

と
も
否

定

さ
れ

な
け

れ
ば

な
ら

な

い
。

そ
う

す
る

と
、
②

の
側
面

に
お

い
て
も
、

そ

の
基
本

性
格

は
保

持

し
た

う

え

で
、

た

ん

に
叙

述

の
体
裁

を
変

え

た
だ

け

の
こ

と
な

の
か
、

あ
ら

た

に
②

の
側

面

の
可
能

性

に
吟
味

の
努

力
が

払

わ
れ

た

か
、
そ

の
ど

ち
ら

か

で
あ

る
と
考

え

ら
れ

る
。
す
な

わ
ち
、
第

二
版

に

お

い
て
、
〈
超
越

論

的
〉
対

象

へ
の
参

照
を

経

る

こ
と
な

く
、

「
全
可

能
的

自
覚

」
(〉
一
一
ω
)で

「
演
繹

」
の
叙
述

が
始

め

ら
れ

て

い
る

と

い

っ
て
も

、

そ
れ

は
、
統
覚

一

元
論

の
立
場

を
採

り
、

整
合

説
的

見
地

に
移

行

す

る
こ
と

を
表

明

し
た
も

の
で
は

な

い
、

と

い
う

こ

と
で
あ

る
。

た
ん

な

る
叙
述

の
仕

方

の
変
更

に
す
ぎ

な

い
の

で
な

い
と
し

た

な
ら
、

そ

れ
は
、

む

し

ろ
整

合
説

的
文

脈

の
変

改

に
よ

っ
て
新

た

に
対
応

説
的

文

脈

へ
の
対

応

を
し

な

お
し
た
、

と

い
う

こ

と
を
意
味

す

る
。

統
覚

と

の

「連

関
」

に
お

い
て
、
統

覚

同
様

、
〈
超

越
論

的

〉
対
象

も

ま

た
、

ア
・
プ

リ

オ
リ
な

総
合

の
可
能

性

に
か

か
わ
り
、

ま

さ

に

〈
超
越

論

的
〉

対
象

と

い
う
名

称

に

お

い
て
、

こ

の
意

味

で
、

「超

越
論

的

」

と
呼
ば

れ

た
。

つ
ま

り
、

〈超

越
論

的

〉
対

象

の
②

の
側
面

は
、

単

に

「統

覚

と

の
相
関

」

や

「連

関

」

と

い
う

こ

と
で
な

く
、

そ
う

し

た

「相

関
」

や

「
連
関

」

を

つ
う
じ

て

ア

・
プ

リ

オ
リ

な
総
合

に
か

か
わ
る

、

と

い

う

こ
と

で
あ
る
。
し
た

が

っ
て
、
〈
超

越
論

的

〉
対
象

の
②

の
側
面

に
改
変

が
加

え

ら

れ
る

に
し

て
も
、
改
変

を
加

え

ら
れ

た
②

の
側
面

に
よ

っ
て
、

　ね
ソ

ア

・
プ

リ

オ
リ
な
総

合

に
か
か

わ
る

と

い
う

、

「超

越

論
的

」

の
意
味

(
「超

越

論
的

」

と

い
う

こ
と

の
あ
り
方

そ

の
も

の
)

に
は
変

更

は
な

い
。

②

の
側

面

の
要
点

は
、

そ

の

「連

関

」

の
あ

り
方

そ

の
も

の
で
は

な
く

、

「連

関
」

に
お

い
て

ア
・
プ

リ
オ

リ
な
総

合

に
か
か

わ
る
、

と

い
う
点

で



ハハ
　

あ

り
、

そ

れ

こ
そ

が
、

「
超
越

論

的
」

の
意

味

で
あ

っ
た

。

注

(
1
)

こ
こ
で
、
「
超
越
論
的
対
象
し
で
は
な
く
、
讐
〈超
越
論
的
〉
対
象
」
と
表
記
す

る
の
は
、
超
越
論
的
対
象

に
お
け
る

讐超
越
論
的
」
が
カ
ン
ト

の
テ
キ

ス
ト
に
お
け
る
他
の
箇
所

の

「超
越
論
的
」

の
使
用
例

一
般

の
指
示
す
る

「超
越
論
的
し
の
意
味

と
異
な
る
牲
質
を
も

つ
も
の
で
あ
る
か
の
よ
う
に
解

釈
す
る
余
地
を
除
く
た
め
の
措
置
で
あ
る
。
そ
れ
は
ま
た
、
「超
越
論
的
」
と

「
対
象
」
と
を
分
離

し
て
表
記
す
る
こ
と

に
よ

っ
て
、
超
越
論
的
対
象
を

「
対
象

(
も
の
)
」

一
般

と
存
在

に
お

い
て
異
な
る
も
の
と
し
て
理
解
す

る
こ
と
を
避

け
る
た
め
の
措
置
で
も
あ
る
。
注

(3
)
、

(
11
)、

(
13
)
、
参
照
。

(2
)

以
下
、

『批
判
隔
と
略
記
す
る
。
こ
の
書

か
ら

の
引
用

・
参
照
箇
所

の
振
示
は
、
A

ハ第

一
版
)
、
B

(第
二
版
)

に
頁
数
を
付
し
て
本
文

の
な
か
で

行
な
う
。
下
記

の
テ
キ
ス
ト
を
使
用
し
た
。
　

o(3
>

注

丁

)
に
認

し
た

こ
と

と

の
関

連

に
お

い
て
、

い
わ

ゆ

る

「
物

自
体

し

と

い
う

表

現

に

か
ん

し

て

も
、

こ

の
表

現

が

、

「物

し

一
般

と

区
別

さ
れ

る

、

な
に
か
特
別
の
存
在
者
を
意
味

す
る
た
め
の
も
の
で
は
な
く
、

「物
」
に
つ
い
て
、
「
そ
れ
自
体
そ

の
も
の
ー
f

そ
れ
の
た
ん
な
る
現
象

で
は
な
く
ー

」

と

い
う

こ
と

を
意

味

す

る

た

め

の
も

の
で

あ

る

に
す

ぎ

な

い
こ

と
を

明

示

す

る

た
め

に
、

「物

自

体

し

で

は
な

く

、

「物

そ

の
も

の
し

と
表

記

す

る
。

注

(1
)
、

(
践
〉
、

(
13
)
、

参

照
。

(
4
)

以
下

、

表

現

に
多

少

の
相
違

は
あ

る

に
し

て

も
、

①

と

し

て
述

べ

る
も

の
は
、

〈
超

越

論
的

〉
対
象

の

「
感
性

の
相

関

者

」
と

し

て

の
側

面

に
か

か

わ

る

と

い
う
点

に
お

い
て

一
貫

し

て

い
る
。

(5
)

以

下
、

表

現

に
多

少

の
相
違

は
あ

る

に
し

て

も
、

②

と

し

て
述

べ
る
も

の
は
、

〈
超

越

論
的

〉
対

象

の

「
悟
性

の
相

関

者

」
と
し

て

の
側

面

に
か

か

わ

る
と

い
う
点

に
お

い
て

一
貫

し

て

い
る
。

(6
)

注

(9

)、

参

照

。



(
7
)

「〈
超
越
論
的
〉
対
象
」
概
念

の
二
義

の
統
括
的
把
握
の
必
要
性
に
か
ん
し

て
は
ア
リ

ソ
ン
に
学

ぶ
と

こ
ろ
多
大

で
あ

っ
た
。

し
か
し
、
こ
の

「
転
換
」

を
主
張
し
て

い
る
点

で
ア
リ
ソ
ン
は
筆
者

と
は
見
解

を
異

に
し
て

い
る
。
　

　

.

下
記

で
も

「転
換
」
が
主
張
さ
れ
て
い
る
。
宮
武
昭

「自
我
と
物
自
体
ー

カ

ン
ト
の

『物
自
体
』

へ
の

一
試

論
」

『倫
理
学
年
報
』

(日
本
倫
理
学
会
)
第

二
五
号
、

一
九
七
六
年
。

(8
)
　

.

(9
)
　

と
は
、

こ
こ
で
は
特

に
区
別
し
な

い
。
た
だ
、
同

一
の
文
中
に
同
時

に

「
対
象
」
と

「
客
観
」
と
を
使
用
す
る
稀
な
用
例

(
た
と
え
ば
、
　

)
で
は
、
　

と
　

を
土
着

の
ド
イ
ツ
語

(動
的
)
か
外
来
語

(静
的
)
か
で
使

い
分
け

て
い

る
よ
う

に
も
思
え
る
。
そ
の
意
味

で
は
、
〈超
越
論
的
〉
対
象
の
①

(主
観

の
は
た
ら
き
と
は
無
関
係
)
を
規
定
す
る

「超
越
論
的
感
性
論
」
で

0
9
①
算

を
使

い
、
「
超
越
論
的
分
析
論
」

の

「演
繹
」
論
章
で
②

(主
観

の
は
た
ら
き
と
の

「相
関
」
に
お
い
て
あ

る
)
を
規
定
す
る
と
き

に
の
　

を

使
う

と
い
う
よ
う
な
、
何
ら
か
意
図
的
な
使

い
分
け
が
あ
る
の
か
も
し
れ
な

い
。

(10
)

こ
の
間

の
事
情

は
、

一
七
七
二
年

二
月
二
十

一
日
付
け

ヘ
ル
ツ
宛
書
簡

に
詳
し

い
。

カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
は
、
同
書
簡
中

の

「表
象

の
対
象
」

へ
の
問

い

を
〈
超
越
論
的
〉
対
象

へ
の
問

い
と
し

て
解

し
、
「哲
学

の
転

回
軸
」
と
言

っ
て
い
る
。
　

　
.

(11

)

「対

象

一
般

」
と

解

さ

れ

る
場

合

も

あ

る
　

は
、

こ

こ
で

は
複

数

で
使

わ

れ

て

い
る
。

本

稿

は

、

「対

象

一
般

」
と
解

さ

な

い
立

場

で
執
筆
・し

て

い
る

。
紙

数

の
関
係

で
論

点

と

し

て

は
省

い
て

い
る
が

、

も

し

〈
超

越

論

的

〉
対

象

と

〈対

象

〉

一
般

と

を
同

一
視

す

る

と
す

る

な
ら

、
　

は

「対

象

一
般

」
で
あ

っ
て
は

な

ら
な

い
と
考

え

る
。

す

な

わ

ち
、

私

は
、

〈
超

越

論

的
V
対

象

は
、

そ

こ

に
あ

る

、

た

ん
な

る
物

と
考

え

て

い
る
。

端

的

に
言

え
ば

、

「
観
念

論

論

駁

」
の
文

脈

で

の

い
わ

ゆ
る

哲

学

の

「
醜
聞

」

に
た

い
す

る
カ

ン
ト

の
返

答

が

そ

れ
を

明

示

し

て

い
る
。

以

下

は

両
者

を

「
対

象

一
般

」

と

し

て
同

一
視

し

て

い
る
。
　

.

注

(1

)、

(
3
)
、

参
照

。

(12

)

そ

の
意

味

で

は
、

①

の
側
面

に
比

す

れ
ば

、

②

の
側

面

は
、

も

と

も

と
、

変

更

の
可
能

性

の
余

地
を

残

す

も

の

で
あ

る
。

す

な

わ

ち
、

統
覚

概

念

の



内
容
が
変
化
し

て
い
る
可
能
性
は
あ
る
。
拙
論

「超
越
論
的
対
象

と
統
覚
」
『知

の
ア
ン
ソ

ロ
ジ

ー
』
ナ
カ

ニ
シ
ヤ
出
版
、

一
九
九
六
年
、
参
照
。

(13
)

『批
判
』
第

二
版
本
文
執
筆
以
降

に
執
筆
さ
れ
た
同
版
序
文
注
に
お
け
る

「
あ
ら
ゆ
る
私

の
表
象

と
は
区
別
さ
れ
た
外
的
な
物
」
(bσ
×
=

)と
い
う

の

は

〈
超
越
論
的
〉
対
象

に
ほ
か
な
ら
ず
、
そ
れ
と

の

「連
関
」
が
強
調

さ
れ
て

い
る
こ
と
は
、
こ
こ
で
私
が
示
し
た
こ
と
と
照
応

し
て
い
る
。

「観
念
論

論
駁
」
に
は
、

一
箇
所
、
表
象

に
触
れ
ら
れ
た
箇
所
が
あ
り
、
そ
の
こ
と
か
ら
、
序
文

に
お
い
て
、

こ
の
箇
所

の
改
訂
が
な
さ
れ
、
「
表
象
の
対
象
」
と

い
う

こ
と
が
言

わ
れ
る
。

そ
し
て
、
そ
う
し
た
改
訂
を
指
示
し
た
あ
と
で
、
「
表
象

の
対
象
」
を
考

え
に
入
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
し
て
も
、
何
と
し
て
も

わ
れ
わ
れ
は
表
象
を

つ
う
じ
て
対
象

に
関
係
す

る
の
で
あ

れ
ば
、
直
接
的

に
は
表
象

し
か
認
識
し
な

い
の
で
は
な

い
か
、
と

い
う
疑
問

に
答
え
て
い
く
。

「持
続
的
な
も
の
」
(じu
×
=
)と

い
う
の
は
、
直
接
的

に
は
客
観
的

(経
験
的
)
対
象

の
こ
と

で
あ
ろ
う
が
、

こ
う
し
た
論
述

の
歩

み
に
お

い
て
、
持
続

的

な
も

の
ー
客
観
的
対
象
が
じ

つ
は
た
ん
な
る
表
象
で
な
く
、
表
象
で
あ
る
が
ゆ
え
に
同
時

に
ま
た
表
象
と
し
て
そ
の
対
象
を
も

つ
こ
と
が
考
慮

さ
れ

て

い
る
。
同
じ
物
が
同
時

に
、
現
象
と
し
て
、
ま
た
物
そ
の
も

の
と
し
て
も
理
解

さ
れ
な
け
れ
ば

な
ら
な

い
、
と

い
う

の
は
、
そ
う

い
う

こ
と
で
あ

る
。

注

(1
)
、

(3
)、
参
照
。

(昭
和
五
六
年
本
学
文
学
部
卒
業

・
昭
和
六

一
年
広
島
大
学
大
学
院
博
士
課
程
修

了

・
山

口
東
京

理
科
大
学
講
師
)


