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カ

ン
ト

の
哲
学

(
理
論

お
よ
び

実
践

)

は
三

層
構

造
を

成

し
て

い
る

と
思

わ
れ

る
。
理

論
哲

学

に

お

い
て
は
、
第

一
層

(基
底

層
)

は
経

験

一

元
論

(経
験

内
在

論

・
先
験

的
観

念
論

・
先

験

哲
学

)

の
層

で
あ

り
、

そ

の
上

の
第

二
層

(中

間
層

)

は
物

心

二
元
論

(経

験
的

二
元
論

・
経
験

的

実
在

論

・
自
然

科
学

)

の
層

で
あ

り
、
更

に
そ

の
上

の
第

三
層

(表
層

)

は
日
常

経
験

の
層

で
あ

る
。

〔実

践
哲

学

に

つ

い
て
は
省
略

す

る
〕
。

第

三
層

は
第

二
層

に
、

更

に
第

二
層

は
第

一
層

に
基

づ

い
て

い
る
。

従
来

の
カ

ン
ト
解
釈

の
失

敗

の
殆

ど

は
、

こ
れ
ら

の
三
層
を

的
確

に
区

別

し

な

か

っ
た

こ
と

に
起
因

す

る
と

見
ら

れ

る
。

し
か

し
、

カ

ン
ト
自
身

は
第

三
層

の
理
論

を
提

示
し

て

お
ら
ず

、

そ
れ

の
形
成

は
後

代

の
我

々

の
課

題

で
あ

ろ

う
。

へ
ー
ゲ

ル
は

『
信

と
知
』

(
一
八
〇

二
)
に
お

い
て
、

カ

ン
ト

に
お
け

る
悟
性

と
感

性
、

叡

知
界

と
感

性
界

、
自

由

と
必
然

性
、

等

の
諸
対

立

を

「
立

ち
現

わ
れ
」
概
念

導

入

の
試

み

カ

ン
ト
の
経
験
理
論

の
完
成

の
た
め

に
ー

黒

積

俊

夫



「
二
元
論

」

(
　

)
と
看

倣

し
、

「
か

か
る
対

立
を
絶

対

視
」

す

る
カ

ン
ト
哲

学

を

「
反
省
哲

学

」

(
　

)
と
呼

ん
だ
。

し

か
し
、

カ

ン

ト

に
お
け

る
感
性

と
悟

性

は
、

デ

カ

ル
ト
や

ロ
ッ
ク

の

「
物

心

二
元

論
」

に
お
け

る
物
体

と
精

神

の
よ
う
な

、
相

互

に
無
関

係

に
夫

々
独
立

に
存

在
す

る

二

つ
の
も

の

(
二
元
)

で

は
な
く

、
認

識

(経
験

認
識

)

の

二

つ
の
要

素

で
あ

る
直
観

と
概

念

の
夫

々

の
働

き
を
担

当
す

る

二

つ
の
能
力

で
あ

っ
て
、
認
識

あ

る

い
は
経

験

と

い
う

一
元

的

な
も

の
か

ら
概
念

的

に
析
出

さ

れ
た

二
者

で
あ

り
、

「
認
識

」
あ

る

い
は

「
経

験
」
を
介

し

て
両

者

は
相
互

に
最
初

か
ら
関
係

し

合

っ
て

い
る
。

感
性

界

と
叡
知

界

も
同
様

で
、

経

験

に
お

い
て
与

え
ら

れ
得

る
対
象

(現
象

)
の
世
界

が
感

性
界

、

経
験

に
お

い
て
は
与

え
ら

れ
得

な

い
対
象

(物

自
体

)

の
世
界

が
叡

知
界

で
あ

り

、
従

っ
て
両
世

界

は

「
経

験
」

と

い
う

一
元
的

な

も

の
か
ら

二

分
法

的

に
析
出

さ
れ

た

二

つ
の
対
象
領

域

(世
界

)
に
外

な

ら
な

い
。

し

か
も
、

「
経
験

」
　

と

い
う
言

葉

に
は

ハ
イ
デ

ガ

ー
や

ピ
ピ

ン

も
言

う

よ
う

に
、

「経

験

す

る
こ
と

」
　

(作

用
)

と

「経

験

さ
れ

た
も

の
」
　

(対
象

・
内
容

)

と

い
う

両
方

の
意

味
が

含

ま

れ

て

い
る
。
即

ち
、

「
経
験

」

と
は

「
経
験

さ

れ
た

も

の
」
を

「
経

験
す

る

こ
と
」

で
あ
る

と
と

も

に
ま
た
、

「
経

験
す

る

こ
と
」

に
よ

っ
て

「
経

験

さ
れ
た

も

の
」

で
も
あ

る
。

「
経
験

」

に
は
従

っ
て
、

「
経
験

す

る

こ
と
」

を
す

る
も

の

(主
観

)

と

「
経

験

さ
れ

た
も

の
」

で
あ

る
も

の

(客

観
)
と

両
者
間

の
関

係
、

即

ち

「経

験

さ

れ
た
も

の
」
を

「
経
験

す

る

こ
と
」

(主
観

に
よ
る
客

観

の
認
識

)
の
三
者

が

常

に
既

に
内
包

さ

れ

て

い

る

こ
と

に
な

る
。

こ
こ

に
は
、

デ

カ

ル
ト
や

ロ
ッ
ク

の

「
物
心

二
元
論

」

の
陥

ら
ざ

る

を
得

な

い
困

難

を
克
服

す

る
道

が
示

唆

さ
れ

て

い
る
。
精

神

(主
観

)

と

物
体

(客

観
)

が
夫

々
独

立

に
相
互

に
無

関
係

に
相

対
峙

し

て

い
る

「物

心

二
元
論

」

に

お

い
て
は
、
主

観

に
よ

る
客

観

の
認
識

、

即
ち
両

者

の

関
係

づ
け

を
保

証
す

る
第

三
者

(神

)
を

要
請

・
前

提

せ
ず

に
は
、

認
識

の
成

立

を
説
明

で
き
な

い
と

い
う

困
難

が
存

す

る
。
し

か

し
、
主

観

も

客
観

も
両
者

間

の
関
係

も

既

に
「
経
験

」
概
念

の
内

に
内
包

さ

れ

て

い
る

の

で
あ

る

な
ら
、

経
験

あ

る

い
は
認
識

を

基
礎

づ

け
る
た

め

に
、

「経

験

」

の
外

に
出

て
、
第

三
者

と
し

て

の
経
験

超

越
的

存
在

者

(神
)

を
経

験

の
原

理

・
根

拠

と
し

て
殊
更

に
想

定

す

べ
き
必

要
な

ど

は
な

い

の
で
は

な

い
か
。

む
し

ろ
そ
れ

(原

理

・
根
拠

)

は
常

に
既

に

「
経

験
」

そ

れ
自
身

の
内

に
内

在

し

て

い
る

と
考

え

る

べ
き

で
あ

ろ
う

。

こ

の
着

想

が

カ

ン
ト

の
先
験

哲
学

の
最
初

の
動
機

で
あ

っ
た
と
考

え

ら
れ

る
。

そ
れ

に
基
づ

き
、

「
形
式

」
・
「
質

料
」
と

い
う

「
反

省
概
念

」
を

駆
使

し

て
、

カ



ン
ト

は
経
験

あ

る

い
は
認
識

の
原

理

の
発
見

に
よ
る

そ
れ

の
基
礎

づ

け
作
業

を
遂

行

す
る
。

そ

れ
は
確

か
に

「
経
験

」

の
自

己

反
省

で
あ

る
が

、

へ
ー
ゲ

ル
の
所
謂

「
反

省
哲

学
」
と
違

っ
て
、
経

験

「
一
元
論

」
の
立
場

で
あ

る
。
そ

の
際

全
探

究

の
核
心

を
成

し

て

い
る

の
は
、

「
経
験

す

る
こ

と
」

(主

観
面

)

と

「経

験

さ
れ

た
も

の
」

(客
観

面
)

は
相

互

に
対
応

・
一
致

の
関
係

に
あ

り
、

そ

し

て
こ

の
対

応

・
一
致

の
関

係

は
、

「経

験

す

る
こ

と
」

の
形
式

(的

制
約

)

と

「
経
験

さ
れ

た
も

の
」

の
形
式

(的

制
約

)
が

同

一
で
あ

る

こ
と

に
よ

っ
て
成

立

し

て

い
る
、

と

い
う

こ
と

の

洞

察

で
あ

る
。

こ

の
線

に
沿

っ
て
、

カ

ン
ト

の
探

究

は
以

下

の
仕
方

で
行

わ

れ
る
。

対
象

の
認

識

は
直

観

(感

性
)

と
概

念

(悟
性

)

の
結
合

に
よ

っ
て
成

立

す

る
が
、

こ
の

「結

合
」

と
は
概
念

に
よ

っ
て
直
観

が
規

定

さ

れ
る

こ
と

で
あ

る
。
直
観

の
対
象

が
現

象

で
あ

る
が
、

両
者

の
対

応

・

一
致

は
直

観

形
式

と
現
象

形
式

が
同

一
で
あ

る

こ
と

に
よ
る
。

直
観

形
式

(11
現
象

形
式

)

と

は
空

間

・
時

間

で
あ
り

、
直

観

の
質
料

(11

現
象

の
質

料
)

は
感

覚

で
あ

る
。
「
現
象

に
お

い
て
感
覚

に
対

応

す
る

も

の
を
現
象

の
質

料

と
私

は
呼

ぶ
」
(
　

)
。
「意

識

と
結
合

さ

れ
た

現
象

が
知

覚
」
(
　

で
あ
る

が
、

か

か
る
知
覚

(ー

現
象

)
が

経
験

の
質

料

で
あ

り
、
悟

性
形

式

で
あ

る

カ
テ
ゴ

リ

ー

(純
粋

悟

性
概
念

)

が
同

時

に
経
験

の
形

式

で

も
あ

る
。

そ

れ
故
、

知
覚

(11

現
象

)

に
対

す
る

カ

テ
ゴ
リ

ー

の
適

用

に
よ

っ
て
経

験
あ

る

い
は
認
識

は
成

立
す

る
。

注
目

す

べ
き

は
、
主

要
概

念

の

「表

象
」
、
「
直

観
」
、

「
現
象
」
、

「感

覚
」
、

「
知

覚
」
が

悉
く

、

「経

験
」
と
同
様

の
、
作

用

と
対
象

へ内
容

)
の
両
義

性

を
有

す

る
　

形
式

の
名

詞

で
あ

る
こ

と
で
あ

る
。

そ
し

て
、

空
間

・
時

間

は
直
観

形
式

で
あ

る

と

い
う

理
論

が

「
先
験

的

(形
式

的

)
観
念

論

」

で
あ
り

、
空

間

.
時

間

.
カ
テ
ゴ

リ

ー
と
そ

れ
ら

か
ら
成

る
諸

原

則

は
、
感

性

お
よ
び
悟

性

の
形
式

と
し

て
経
験

に
内

在

す

る
こ
と

に
よ

っ
て
経
験

(経

験
対

象

に

つ
い
て

の
経

験
認

識
)

一
般

を
可

能

な
ら

し

め
る
原

理

で
あ

る
こ

と
を
証

明

し
、

そ
れ

に
よ

っ
て
経

験
あ

る

い
は
認

識

を
基
礎

づ

け

る
企

て

が

「先

験
哲

学
」

で
あ
る
。

「
先

験
的

と

い
う
語

は
、

一
切

の
経

験

を
超
出

す

る
或

る
も

の

で
は
な

く
、
経

験

に

(ア

・プ

リ

オ
リ

に
)
先

行

し

は

す

る
も

の
の
、

し
か

し
専

ら
経
験

認
識

を
可

能

な
ら

し
め

る

こ
と
だ

け
を
使

命

と
す

る
或

る
も

の
を

意
味

す

る
」

(
　

)
。

そ

の
際
、

我

々

に
与

え

ら
れ
得

る
対

象
、

即

ち
経
験

内
在

的
対

象

(現
象

)

だ
け

が
問

題

で
あ

り
、
我

々

に
与

え
ら

れ
得

な

い
対

象
、

即

ち
経

験
超

越

的
対

象

(物

自
体

)

は
最
初

か
ら
問

題
外

で
あ

る

こ
と

は
言

う
ま

で
も

あ

る
ま

い
。
何

故
な

ら
、

経
験

あ

る

い
は
認
識

の
経

験
内

在
的

原



理
は
経

験
内

在
的

対
象

に
だ

け
及

び
、
経
験

超
越

的
対

象

に
は
及

ば

な

い
か
ら

で
あ

る
。
理

論
的

認
識

に
お

い
て
経
験

内
在

的
原

理

の

み
を
認

め
、

経

験
超

越
的

原
理

を
認

め

な

い
立

場

を
〈
内

在
論

〉

(経
験

内
在

論

)

と
呼

び

、
後
者

を

も
認

め

よ
う

と
す

る
立
場

を
く
超

越

論
V

(経

験
超

越

論

)

と
呼

ぶ
と

す
れ
ば

、

カ

ン
ト

の
先

験
哲

学

は
明

ら

か

に
〈
内

在

論
〉

で
あ

っ
て
〈
超

越
論

〉

で
は

な

い
。

そ

れ
故
、

物
自

体

が
不
可

知

で
あ

る

こ
と

は
先
験
哲

学

に

と

っ
て
は
自

ら

の
前

提

で
あ

っ
て
帰
結

で
は
な

い
。
何

故

な
ら
、

デ

カ

ル
ト
以
来

の

「
物
心

二
元
論

」
は

〈
超
越

論

〉

へ

と
導

く
外

は

な

い
こ
と
を

反
省

し
、

そ

れ
を
覆

し

て
〈
内

在
論

〉

へ
と
転

換

す
る

こ

と
を
以

て

カ

ン
ト
の
先
験

哲
学

は
出

発

し
た

筈
だ

か
ら

で
あ

る
。

他
方

ま

た
、

カ

ン
ト

の
先

験
哲

学

は
上
述

し

た

こ
と

か
ら
も
明

ら

か
な

通
り

、
感
性

・
悟

性

「
二
元
論

」

で
も
、

主

.
客

「
二
元
論

」

で

も

な

く
、
経

験

コ

元
論

L
で
あ

る
。

そ

れ
は
従

っ
て
、
経

験
〈

内
在

論
〉

で
あ
り

、

か

つ
経

験

コ

元

論
L
で
あ

る
。

カ

ン
ト

の
先

験
哲

学
が

「
内

在

」
論

で
あ

る

こ
と

に
恐
ら

く
最
初

に
注
目

し

た
の

は
、
皮

肉

に
も

『
自
然

法
論

文
』

(
一
八
〇

二
)

の

へ
ー
ゲ

ル

(
　

)
で
あ

っ
た
が
、

彼

は

こ

の

「
内
在

」
を

〈
絶

対
者

の
個

別
者

(諸

個
体

あ

る

い
は
個
別

的
意

志
)

へ
の
内
在

〉

と
解

す
る

こ
と

に
よ

っ
て
、

『精

神
現

象
学

』

(
一
八
〇

七

)

と

い
う

、

カ

ン
ト

の
く
内
在

論
V

と

は
正

反
対

の
〈
超

越
論

〉
哲

学

へ
と
逆

走

す

る
こ
と

と
な

っ
た
。

以

上

か
ら
、

カ

ン
ト

の
理
論
哲

学

の
第

一
層

が
経
験

一
元
論

(経
験

内

在
論

・
先

験
的
観

念
論

.
先
験
哲

学

)

の
層

で
あ

る

こ
と
は
明

ら

か
で

あ

ろ

う
。
次

の
第

二
層

の
主

要
部

分

を
成

す

の
は
自

然
科
学

に
お

け
る
諸

認
識

で
あ

る
が

、
時

空
世

界

に
お
け

る
諸

現
象

に

つ
い
て

の
客

観
的

認

識

で
あ

る
そ
れ

ら
が
、

第

一
層

の
先

験
的

観
念

論
等

に
基

づ

い
て

い
る

こ
と

は
言
う

ま

で
も
あ

る

ま

い
。

そ

れ
は
デ

カ

ル
ト

以
来

の

「物

心

二
元

論

」
の
領
域

で
あ
り
、

「
物

質

」
と

、
思
惟

的
存

在
者

L
が
夫

々
独
立

に
実
体

的

に
存
在

す

る

こ
と

は
物

理

学
や

心
理

学

の
自
明

の
前

提

で
あ

る
が
、

そ

れ
を

カ

ン
ト
が

「
経
験

的
意

味

に
お
け

る

二
元

論
」

(》
。。
お

)
と
呼

ん

で

い
る

よ
う

に
、

そ
れ

は
既

に
第

一
層

の
経
験

=
兀
論

(
先
験
的

観
念

論

)

に
よ
る
基

礎
づ

け

を
経

た
経
験

的

「
二
元
論
」

で
あ
り

、
「
物

心
」

も
デ

カ

ル
ト

の
そ

れ
と
違

っ
て
物
自

体

で
は

な
く
、

現
象

と
し

て

の

「実

体

」

に
過

ぎ

な

い
。

但

し
、
第

二
層

に
は
、

必
然
性

と
客

観

的
妥
当

性

を
有

し

つ
つ
も
自

然

科
学
的

認

識

に
は
必

ず

し
も
属

さ

な

い
認

識

も
含

ま
れ

る

の
で
、

と
く

に
自

然
科

学

に
は
限

定

せ
ず
、

「
客
観

的

に
妥
当

」

な
判
断

で
あ

る

「
経
験

判
断

」

(
　

)
に
よ

っ
て
形
成

さ
れ

る
の
が
第

二
層

で
あ

り
、

「経

験
判

断
」

(
一
般
的

経
験

)

の
理
論

が

こ

の
層

の
理
論

で
あ

る
と

す
る

の
が

よ
り
適

切

で
あ

ろ
う

。

そ
し

て
第

三
層

は
直
接

的



個
別

的
経

験

の
層

で
あ

り
、

「経

験
判

断
」

と

の
対
比

か
ら
も
、

そ

れ

は

「
単

に
主

観
的

に
の
み
妥

当
」

な

「
知
覚

判
断

」

(Φ
げ
a.)
の
層

で
あ

る

と

一
応

は
言

わ
れ

よ
う
。

し

か
し
、

「
知
覚

判
断

」
の
規
定

に
お

い
て
カ

ン
ト

に
は
或

る
動

揺

と
混

乱
が

見
ら

れ
、

彼

は
結
局

こ
の
第

三
層

の
理
論

を
提

示

す
る

に
は
至

っ
て

い
な

い
と
思

わ
れ

る
。

で
は
、

そ

れ

は

い
か
な

る
理
論

で
あ

る

べ
き

か
。

「
一
元
論

」

で
あ

る
こ

と
が

そ
れ

に
要
求

さ

れ

る
条

件

で
あ

ろ
う
。

何

故
な

ら
、

「
経
験

」

が

本
来

〈

一
元
的

な

も

の
〉

で
あ

る
こ

と
は
先
述

の
よ
う

に
そ

の
概
念

の
示
す

と

こ
ろ

で
あ

る
し
、

「
二
元
論

」
は
本

来

の
第

一
次
的

・
根

源
的

な

「経

験

」

か
ら

の
第

二
次

的

・
派
生

的

な
抽
象

態

に
過
ぎ

な

い
か

ら

で
あ

る
。

も

し
も

「
知
覚

判

断
」

が

「
二
元
論

」

と
し

て
、

「
経
験

判
断

」

と
同

じ

層

に
置

か
れ

た
な

ら
ば

、
そ

れ

は
忽

ち
自

ら

の
根

源
性

・
固

有
性

を
失

っ
て
、
消

滅

す
る
外

は

あ
る

ま

い

(そ

し

て
、

実

際

に
も
そ

の
よ

う

に
推

移

し
た

の
で
あ

る
が
)
。

二

我

々
は

こ

こ
で
、
大

森
荘

蔵
氏

の

「
立

ち
現

わ
れ

一
元
論

」

を

か
か
る
第

三
層

の
理
論

と
同

一
の
も

の
と

し
て
主

張

し
た

い
。

そ

の
理
由

は
、

主

語

(知
覚

の
主

体
)

を
原

則
的

に
省

略

で
き

な

い
西
洋
語

(英

・
独

・
仏

語

)

で
は
主

客
関

係

の

二
元
的
因

果
的
把

握

を
脱

却

す
る

の
が
困

難

な
た

め
、

か

か
る
一

元
論

L

の
形
成

は
困

難

で
あ

る

の

に
反

し

て
、

主

語

の
省
略

が
容

易

な
日
本

語

で
は

そ
れ

が
容
易

で
あ

る
、

と

い
う

一
面

も
あ

る
が
、

よ

り
本
質

的

に
は
、

大
森

氏

が
知
覚

経

験

に
関

し

て
、

世
界

風
景

の

「
立

ち
現

わ
れ
」

と

い
う
、

状
態

・
状

況

・
場

と
し

て

の
そ
れ

の
在

り
方

に
専

ら
注
目

す

る

こ
と

に
よ

っ
て
、

理
想

的

と
思
わ

れ

る
完

壁

な
一

元

論
　

の
理
論

を
構
築

さ

れ
た

か
ら

で
あ

る
。

大
森

氏

に
よ

れ
ば
、

私

に
今
或

る
風

景

が
見

え

て

い
る
と
き

、

こ

の

「
見
え

て

い
る
」

こ
と
は

一
つ
の

「
状

態
」
、
「
状

況
」
、
「
場

」
で
あ

っ
て
、

い
か
な

る

「動

作
」

で
も

な

い

(
28
、

30
頁

)
。

し
か

し

「
状
態

」
と
言

っ
て
も
、

そ

れ

は

「私

の
状

態

」
で
も
、

見

え

て

い
る
壁
や

机

「
だ

け

の

状

態

」

で
も
な

く
、

ま
た
壁

や
机

と
私

と

の
間

の

「
関
係

」

で
も

な
く
、

私

お
よ
び

私

を
取

り
巻

く
全

風
景

を
包

み
込

ん
だ

一
つ
の
全

体
的

「
状



況
L
で
あ

り
、
全

体
的

「場

」
に
外

な
ら

な

い

(
30
、

31
頁

)
。

私
自

身

を
取

り
巻

い
て
、

壁

や
机

や
本
箱

が
、

即

ち
部

屋

の
風

景

が
そ

こ

に
視

覚

的

に

「
立

ち
現

わ
れ

て
」

い
る
と

い
う
そ

の

こ
と
が

、

「見

え

て

い
る
」

と

い
う

こ
と

の
す

べ
て

で
あ

る

(
29
、

37
頁
)
。

と

こ
ろ

で
し

か
し

、

こ

こ

に
は

「
見

え

て
い
る
」
風
景

を

「
見

て

い
る
私

」
、

「
見

る
私

」
、
あ

る

い
は

「
見

る
」

と

い
う
動

作

な
ど

は
な

い
、

と
言

わ

れ
る

(
39
、

40
頁

)
。

何
故

な
ら

、

「見

え

て

い
る
」
と

い
う

「
場
」

か
ら
、

「
私
」
な

る
も

の
を
切

り

取

る
こ
と

は
絶
対

に
で
き

な

い
か
ら

で
あ

る

(38
頁

)
。

既

に
事

物

は

「
見

え

て

い
る
」
の
で
あ

っ
て
、

私
が

こ

と
あ

ら
た

め

て

「見

る

」
必
要

は
な

い
の
で
あ

る

(
39
頁
)
。

或

る
風
景

が
或

る
姿

で

「
見

え

て

い
る
」

そ

の
こ
と

は

「私

が
」
見

る

こ
と

で
は
な

い
。

そ

こ
に
は
何

の
動

作

も
な

け

れ
ば

、

見

る
と
見

ら

れ
る
と

の
関
係

も

な

い
。

そ
れ

は
た
だ

、

「
見
え

て

い
る
」

と

い
う
状
態

で
あ
り
状

況

で
あ

り
、

場
な

の
で
あ

る

(
41
頁
)
。

「
見

る
も

の
と
見

ら
れ

る
も

の
と

い
う
、
主
観

客

観

の
構

造

は

こ
こ

に
は

な

い
。
あ

る

の
は
た

だ
動
作

主
体

と

し

て
の
私

で
あ

る
」
(
39
頁

)
。

動
作

主
体

と
し

て

の
私

は
空

間

の
中

の
好

む
場

所

に
移
動

で

き
、

ま
た
好

む
方

向

に
眼

を
向

け
る
。

そ

の
と

き
或

る
風
景

が

「
見

え
て

い
る
」
。
し

か

し
、
「
眼
を
向

け

る
」
と
並

ん

で
、
そ

の
風
景

を

「
見

る
」
と

い
う
動

作

は
な

い
。

動
作

は
唯

一
つ
、
眼

を
向

け

る
動
作

だ

け

で
あ

る
。

そ

れ
故
、

そ

の
風
景

を

「
見
る
」
私

な
ど

も
な

い
。
風

景

を

「見

る
」
見
物

人

と
し

て

の
私

、

「
認
識

主
観

と

し
て

の
私
」
な

る
も

の
は

い
な

い

(
39
、

40
頁

)
。

特
定

の
事
物

か
ら
眼

を
そ

ら
す

、
逆

に
そ

れ

に
眼
を
向

け
る
、

焦
点

を
外

す
、

凝
視

す

る
、

こ

の
よ
う

に
し

て
私

は
視
覚

風
景

を
変

え

る

こ
と
が

で
き

る
。

し

か
し
、

こ
れ

ら

の
肉

体
的

心

理
的

動
作

は

「
見

え
て

い
る
」

と

い
う

「
場
」

の
中

で
行

わ

れ
る
動

作

な

の
で
あ

っ
て
、
そ

の

「
場
」

自

体

は
何

の
動
作

で
も
な

い
。

つ
ま

り
、

「
主
客

構
造

に
関

し

て
は

の

っ
ぺ
ら

ぽ
う

の
場

」
な

の

で
あ

る
。

好

み

の
方

角

を
好

み

の
態

度

で
見

る

こ

と
が

で
き

る
と

い
う

「
動
作

的

主
体
性

」

を

「
認
識
論

的

主
観

性
」

と
取

り
違

え

る

の
は

「誤

り
」

で
あ

る

(
62
、

67
頁

)
。

で
は
、

「私

」

は
ど

こ

に

い
る

の

か
。

「
私

」

は
奥
行

の
あ

る
風

景

の
中
、

「
こ
こ
」

に
居

る
。

「
こ

こ
」

に
生

き

て
呼
吸

を
し

、

「
こ

こ
」

に
私

の
五
体

が
あ

る
。

そ
し

て
様

々

の
異
な

る
風
景

が

(私

の
五
体

を
含

ん
で
)

「
見

え

て

い
る
」
、

そ
れ

が

「
私

が

こ

こ
に
居

る
」
と

い
う

そ

の

こ
と
で
あ

る

(40
頁

)
。
私

は

そ

の
場

の
登
場

人
物

で

は
な

い
が
、
視

覚

風
景

の
あ

り
方

そ

の
も

の
、
立

ち
現

わ

れ

の
場

そ

の
も

の
が

「
私

は

こ
こ

に
居

る
」
と

い
う

そ

の
こ

と

な

の
で
あ

る

(61
頁

)
。



し

か
し

、
「
視

覚
的

立

ち
現

わ
れ
」

が
唯

一
の

「立

ち

現
わ

れ
」

で

は
な

い
。

「私

の
背

中
、

私

の
内
臓

、
地

中

の
虫

、

パ
リ

の
地
下

鉄
、

月

の

裏

側
」
、

こ
う
し

た
物

は

「見

え

て

い
な

い
」
、

つ
ま

り
視
覚

的

に
は
存

在

し

て

い
な

い
、

し

か
し

「
考

え

ら
れ
」

「
思

わ
れ
」
て
存

在
す

る
。

そ

れ

ら

は

「知

覚
的

様
式

」
で

の
存

在
様

式

で
は

な

い
が
、

い
ま

一
つ
の
存
在

様
式

、

「
思
考

的
様

式
」
で

の
存

在

で
あ

る
。

即

ち
、
そ

れ
ら

は
知

覚
的

に

は
立

ち

現
わ

れ

て
は

い
な

い
が
、

思

い
的

に
立

ち
現

わ
れ

て

い
る

の
で
あ

る
。

こ

こ
で

「
知

覚
的

」
と
は
、

「
見

え
」
、

「
触

れ
」
、

「
聞

こ
え

る
」
、

等

の
す

べ
て
を
言

う

が
、

「
触

れ
る

こ
と
」
が
最

も
基

底
的

で
あ

る
、

と

さ

れ
る

(34
頁

)
。

か
か

る
多
様

な

「
立

ち
現

わ
れ
」
に

つ
い
て
、

「知

覚

、

想

起

、
期

待
、
意

図

、
等

々

の
世
界

風
景

が
立

ち

現
わ

れ
る

」

(
踊
頁
)
、

と
言

わ

れ
、
更

に
そ

の
他

に
、

「想

像
」

や

「
空

想
」
や

「
気

分
」
等

の

「
立

ち
現

わ

れ
」

に

つ
い
て
も

具
体

的

に
語

ら
れ

る
が
、

そ

れ
ら

の
全

て

に
共

通

す

る
の
は
、

風

景

に
対
し

て
、

そ

の
風
景

を

「
見

て

い
る
私
」

な
ど

は
な

く
、

そ

の
風
景

が

「
立

ち
現

わ
れ

て

い
る
」

こ
と

が
即

ち

「私

が

こ

こ
に

い
る
」

こ

と
で
あ

る
、

と

い
う

一
点

で
あ

る
。

そ

の
際

重
要

な

の
は
、
過

去

の
事
物

、
例

え

ば
去
年

死

ん

だ
犬

が

「生

前

の
姿

」

で
ま
ざ

ま
ざ

と

「
思

い
浮

ぶ
」

と
き
、

そ

の
犬

は

「
知

覚
的

」

に
は

も
は

や

存

在

し
な

い
が
、

「
想

起
的

」

に
は
今

な

お
存

在
し

て

い
る

と

い
う

こ

と

で
あ
る

(脳
頁

)
。

「
想
起

」
に

お

い
て
は

「
過
去

の
事

物

そ

の
も

の

(生
前

の
犬
)
が

じ

か
に
登
場

す

る
」

(猫
頁

)
。

そ
し

て

こ
の
、

「
幻

で
は

な
く
本

物

の
犬

が

じ

か

に
登

場
す

る
」
こ
と

に
関

し

て
は
、

「
生
前

の
犬
」
の

「想

起

的
立

ち
現

わ

れ
」
の
場
合

も
、

「
虚
偽

の
犬
」

(昔

の
飼
犬

の
額

の
斑

点

を
記
憶

違

い
し

て
思

い
出

す

場
合

)
の

「
虚
偽

な

る
立

ち
現

わ

れ
」
の
場
合

も
、

「
空

想

の
犬
」

(桃

太
郎

の
犬

)
の

「
空
想

的
立

ち
現

わ

れ
」

の
場

合
も

、

変

り

が
な

い

(脚
頁

)
。

そ
し

て

「
立

ち
現
わ

れ
」

の

「
真
偽

」

の
分
類

と

は
、
様

々
な

「立

ち

現
わ

れ
」

(知
覚

的
、

想
起

的
、

想
像

的
、

等

の

「
立

ち
現

わ
れ

」
)
の
中

で

の
事

後
的

分

類

で
あ

る

(
捕
頁
)
。

換
言

す

れ
ば
、

「
思

い
的

」
立

ち
現

わ

れ
が
真

と

い
う

の

は
、

そ

れ
が

ま
た

「
知
覚

的
」

に
も

立

ち
現

わ
れ
得

る

(ま

た
は
、

得

た
)

と

い
う

こ
と

で
あ

り
、
偽

と

い
う

の
は
、

そ

れ
が

た
だ

「
思

い
的
」

に
立

ち
現

わ

れ

る
だ
け

で

「
知
覚

的

」

に
は
立

ち
現

わ

れ
得

な

い
、

と

い
う

こ

と
な

の
で
あ

る

(34
頁

)
。

さ
て

で
は
、

か

か
る
知
覚

風

景

の

「立

ち

現
わ

れ
」

理
論

は
自

然
科

学

の
知
覚

理
論

と

い
か

な
る
関

係

に
あ

る

の
か
。
私

に
今

見

え

て

い
る
視

覚
風

景

と
、

そ
れ

に
対
応

す

る
と
想

定

さ
れ

て

い
る
物

理
的

状
景

は
、

同

じ
空
間

・
時

間

の
中

に
あ

る
。

前

者

は

「
見

え

て
」
お
り
、

後
者

は

「考



え
ら

れ

て
篇

い
る
、

そ

れ
だ

け

の
違

い
で
、

「
見

る
鳳
主

観

と
岡
様

、

門考

え

る
」

主
観

も
ど

こ

に
も
登

場

し
な

い

(
76
頁
)
。
私

の
視
覚

風

景

は
、

一
群

の
遠

距
離

過
去

事
象

か

ら
現
在

の
私

の
脳

に
至

る
因
果
系

列

を
逆
方

向

に
、

現
在

の

一
瞬

に

「
透

視
」

す

る
と

い
う

「
逆
透

視
構

造
」

を

も

つ

(勿
論

、
私

が

「
透
視

し
す

る

の
で
は
な

い
〉
。

こ

の
因

果
系
列

の
描
写

と

そ

の
逆

透
視

風
景

の
描

写

は
、
語

彙

を
全

く
異

に
す
る

二

つ
の
書
語

、

即

ち
事
物

の
言

語

と
知
覚

の
言

語

に
よ

っ
て
な
さ

れ

る
が
、

両
言
語

は

こ

の
因
果

系
列

に

「
重

ね
描

き
」

さ
れ

る
。

そ

の
と
き
、

知
覚

の
言

語

と

事
物

の
言

語

は
相
互

に
還

元

で
き

な

い
。

事
物

の
言

語

(
「
デ

カ

ル
ト
的

な
幾
何

学
-

運

動
学

の
欝
語

を
骨

格

と
す

る
　
物

理
学

の
言

語
〉
と
日
常

言
語

(知

覚

の
言

葉

と
行

為

の
言

葉
を

含

む
生

の
言
葉

)
は
と

も

に

一
つ
の
世
界

を

「
重

ね

て
」
描

写

す

る

(
㎜
1

魏
頁
)
。

そ

れ
は

同

一
の
世

界

の
二

つ
の
欝
葉

に
よ

る
描

写
、

二

つ
の

「
世
界

描
写

篇

の
重

な
り

で
あ

る

(
㎜
頁

)
。
両

者

は

「表

裏

一
体

し

で
あ
り

、
　
即
ち
し

の
関

係

で
あ

る

が
、

決

し
て

「
原
因

結
果

」
の
関
係

で
は
な

い
。

「或

る
風
景

が
見

え

て

い
る

こ
と
」
が

即

ち

「
脳

の
視

覚
領

野

の
物

理
化
学

的
状

態

が

か
く

か
く

で
あ

る

こ
と
し

で
あ

る

(細
、

職
頁

〉
。

こ

の
理
論

に

お

い
て
は
、

「
物
心

二
元
論
し
、

ひ

い
て
は
事
物

〔原
物

〕
と
観
念

(表
象

)

〔写

し
〕
の

「
二
元
論

」
は
厳

し
く
斥

け

ら
れ

て

い
る
。

幽
霊

は
墓

地

と

か
さ
び

し

い
橋

の
挾

と
か

の

「
公

共

の
場
所

し
に
登
場

す

る

の
で
あ

っ
て
、
私

の

、
心
し

に
現

わ

れ

る
の

で
は
な

い

(㎜
頁

)
。
幽

霊

は

「
立

派
な
視

覚
風

景

の

一
つ
」
で
、
幽

霊

が
そ

こ

に
見

え

て

い
る

こ
と
は
墓

石

が
そ

こ

に
見
え

て

い
る

こ
と
と
変

り

が
な

い

(
77
頁
)
。

上
越

か
ら
遙

か
離

れ
た
街

で
浅

間

を
思

う
と

き
、

そ
れ

は
あ

の
本
物

の
浅

間

山
を

じ

か

に
思

っ
て

い
る

の
で
あ

っ
て
、

浅
間

山

の

「観

念

」
を
思

い
浮

か

べ
て

い
る

の

で
は
な

い
。
知

覚

と

い
う
立

ち
現

わ

れ
様

式

と
想
起

と

い
う

立

ち
現

わ
れ
様

式

の
差
異

を
、

事
物

へ
の
接

し
方

の
直

接
性

と
間

接

性

の
差

異
と

取
り
違

え

る

べ
き

で
は
な

い
(
7
o、

71
頁
)
。

前
方

の
舞

台

の
上

に
少

し
老

け

た
役
者

が
見

え

て

い
て
、
あ

の
役

者

は
老

け
た

な
あ

と

思

う

と
き
、

こ

の

「
思

い
」

を
そ

の
役
者

か
ら
引

き
剥

が
し

て
私

の

「
心
」

の
中

に
収

納

す
る

こ
と

は

で
き
な

い
。
美

し

い
絵

か
ら

そ

の

「
美

し

さ
砿

を
引

き
剥

が

せ
な

い
よ

う

に
、

老

け
た

人
間

か
ら

そ

の

「
老

け
　

を
引

き
剥

が

す
こ

と
は

で
き

な

い

(麗
頁

)
。

行
為

に
お

い
て
も
、

「
私

」

な

る
独
立

項

目

は
な

い
。

私

が
街

を
歩

い
て

い
る
と

き
、
私

の
身
体

が

動

き
、
街

の
風

景
が

展
開

し
、

あ

れ

こ
れ

の
こ
と

が

「思

い
浮

か
ぶ
」
。

そ

れ

ら

の
全

体

の
他

に

「
私
な

る
も

の
」

が
あ

る

の
で

は
な

い
。
様

々
な

(意

図
的

、
感

情
的

、
事

物
的

等
)

相
貌

を
伴

っ
た
街

の
立

ち
現

わ
れ

、



そ

の
中

で

の
私

の
身
体

の
歩

行
、

こ
れ
ら

す

べ
て

の

「
あ

り
方
」
、

そ

れ
が

「
私
が

こ

こ
を
歩

い
て

い
る
」
こ
と

で
あ

る
。

そ

し

て
今

歩

い
て

い
る

の
は
常

に

「
こ
こ
」

な

の
で
あ

る

(
　

)
。

大
森

氏

に
よ

れ
ば
、

一
方

に
正
真

正
銘

の

「物

」

そ
し

て
他

方

に
純

粋

の

「
心
」

と

い
う
分

別

は
誤

り

で
、

そ

ん
な
分

別

は
あ

り
得

な

い
。

あ

る

の
は
分
離

不

可
能

な

二

つ
の
も

の
で

は
な
く

、
分
離

と

い
う

こ
と
が
無

意

味

な

一
つ
の
も

の
で
あ

る
。
あ

る

の
は
、
「受

話

器
を

と

ろ
う

と
し

て

い
る
腕
」
と

か
、

「懐

か
し
く

思

い
出

さ
れ
た

(想

起
的

に
立

ち
現

わ

れ
た
)
山

々
」
と

か
、

「
味
も

そ

っ
け
も

な

い
ビ

ル
」
だ

と

か

で
あ

る
。

「
事

物

」

と

い
う
言

葉
を

使
う

な

ら
、
意

志
的

で
あ

り
感

情
的

で
あ

り
美

的

で
あ

り
、
要

す

る

に
心
的

な

「事

物
」

が

あ

る
の

で
あ

る
。

原

子
や
電

磁

場

で
さ
え

、
少

な
く

と
も

「
無
味

乾

燥
」
で
あ

り
、

「
非
人

間
的

」
で
あ

る
。
白

黒

灰
色
、

そ

し

て
透

明

を
も
含

め
て
、
我

々

の
視

野

に
は

「色

の

な

い
」
部
分

は

一
つ
も
な

い
よ
う

に
、
言

わ
ば

「
心

的
色

彩
」

の
な

い
事

物

は
ど

こ

に
も
な

い
。

一
方
、

そ

れ
ら

の

「
心
的
事

物

」
と

分
別

さ

れ

た
、

エ
ー
テ

ル
的
な

「心

の
働

き
」
や

「
心

」
な
ど

は
ど

こ

に
も
な

い
。

「
心
」
と

「
物

」
と

の
お
定

ま
り

の
分
別

こ
そ
近
代

の
俗

信

で
あ

り
、
我

々

は
デ

カ

ル
ト

の

「
物

心

二
元
論

」

の
古

い
習
慣

か

ら
脱
却

す

べ
き

で
あ

る

(
　

)
。

三

大
森

氏

の

「
立

ち
現

わ

れ

一
元
論

」
が

カ

ン
ト
哲

学

の
第
三

層

の
理
論

の

「
一
元
論

」
と

い
う
根

本
条

件

を
充

足
し

て

い
る

こ
と

は
確

か
で
あ

る
と

し

て
も

、
そ
れ

が

こ
れ
と
同

一
で
あ

る

こ
と
が
確

証

さ

れ
る
た

め

に
は
、
よ
り

以
上

の
何

か
が
必
要

で
あ

る
。
そ

れ
は

即
ち
、
「
立

ち
現

わ

れ

一
元
論

」
が
他

の
理
論

の
比

肩

す

べ
く

も

な

い
、

唯

一
無

二
と
思

わ

れ
る
卓

越

性
を
有

す

る

こ
と
が

示

さ
れ

る
こ

と

で
あ

ろ
う

。

そ

こ
で
我

々

は
、

以

下

に
お

い
て
そ

の
こ
と

を
明

示
し

た

い
。

カ

ン
ト

の

「知

覚

判
断

」
は

「
経
験

判
断

」

(第

二
層
)

と

の
対

比

に
お

い

て
、

我

々

の
日
常

の
個
別

的
直

接
的

経
験

(第

三
層
)

の
認
識
様

式

を

規
定

す

る
た

め

に
採

用

さ
れ

た
表

現

と
考

え

ら

れ
る
。
「我

々
の
全

て

の
判
断

は
最

初

は
単

な
る
知

覚
判

断

で
あ

る
。
そ

れ
ら

は
単

に
我

々
、
即



ち
我

々

の
主
観

に
対

し

て

の
み
妥

当

す
る
。

そ

し
て
我

々
は
後

に
な

っ
て
初

め

て
そ

れ
ら

に
新
関

係

、
即

ち
客
観

に
対

す

る
関
係

を

与
え

、
判

断

が

我

々

に
対

し

て
と
同

様

に
万
人

に
対

し

て
も
妥

当
的

で
あ

る

べ
き

こ
と

を
求

め
る

L

(
　

)
、

「
経

験

に
は
感

官

に
属
す

る
知
覚

と
悟

性

に
属

す

る
判
断
作

用

と
が
含

ま
れ

て

い
る
が
、

判
断

作
用

に
は

二
様

が

あ

る
。

第

一
は
、

私

が
知
覚

を

単

に
私

の
状
態

の
意

識

に
お

い

て
比

較

す
る
場

合

で
、
第

二
は
、
私

が
知

覚

を
意
識

一
般

に
お

い
て
結
合

す

る
場
合

で
あ

る
。
第

一
の
判

断

は
知
覚

判

断

に
過

ぎ

ず
、

知
覚

を
対

象

と

の

関

係

な
し

に
単

に
私

の
心
情

状
態

に
お

い
て
結
合

し

た
も

の

で
あ

る
。

…
知

覚

か
ら

経
験

が
生

じ
得

る
前

に
は
、
全

く
別

の
第

二
の
判
断

が
先

行

し

て

い
る
。

経
験

と

な
り
得

る

た
め

に
は
、

知
覚

は
純

粋
悟

性
概

念

の
下

に
包
摂

さ

れ

ね
ば

な

ら
な

い
」

(ω
.ω
O
O
)
。

こ

こ
に
は

「
知
覚

判
断

」

に
対

す
る

カ

ン
ト

の
規

定

が
看
取

さ

れ
得

る
。
そ

れ
は
要

す

る

に
、
「
知
覚

を

単

に
私

の
心
情
状

態

に

お

い
て
結

合

し

た
も

の
」
、
「思

惟
的

主
観

に

お
け

る
知
覚

の
論

理
的

結
合

」

(
　

)
、

「
知
覚

の
単

な

る
経

験
的
結

合

」

(Qっ
.。。
一
〇
)
で
あ

る
。

し

か
し
注

目

に
値

す
る

の
は
、

『プ

ロ
レ
ゴ

ー
メ

ナ
』

(
一
七

八
三

)

に
初

め
て
現

わ

れ
た

「
知
覚

判
断

」

と

い
う

言
葉

が

『
純
粋

理
性

批
判

』

第

二
版

(
一
七

八
七
)

で

は
姿
を

消

し

て

い
る

こ
と

で
あ

る
。
前

者

で

の

「
知
覚

判

断
」

と

「
経
験

判
断

」

の
区
別

は
、

後
者

で
は

「所

与
表

象

の
、
連

想
律

に
従

う
主

観
的

関
係

」
と

「
統
覚

の
必
然

的
統

一
に
従

う

客
観

的
関

係

(即

ち
、
判

断

)
」
の
区
別

に
変

化

し

て

い
る

(bu
一
自
)
。

「
判

断

」
が
こ

の
よ
う

に
厳
密

な

意
味

に
解

さ

れ
る

と
き
、

そ

れ
は

「
経
験

判
断

」
の

み
に
限

ら
れ

、

「知

覚
判

断
」
は
自

ら

の
居
場

所

を
喪
失

せ
ざ

る

を

得

な

い
。

そ

れ
は

ま
た
、

「
知
覚

判

断
」
が
第

三
層

の
認
識

様
式

の
適

切

な
表

現

で
は
あ

り
得

な

い

こ
と
を
示

し

て

い
る
。

カ

ン
ト
は
第

三
層

の

理

論

を
提
示

し
得

て

い
な

い
と
述

べ
た
所
以

で
あ
る
。

第

二
層

の

「経

験

判
断

」

は
、
物

心
対

立

・
主
客

対
立

・
主

述
分

離

の

「
二
元
論

」

で
あ

り
、

こ
れ

に
対

す
る
第

三
層

の
認

識
様

式

は
従

っ
て
、
物

心
未

分

・
主
客

未
分

・
主

述
未

分

の

「
一
元
論

」

で
な

け
れ
ば

な

ら
な

い
が

(従

っ
て

「
知
覚

判
断

」
が

こ

の
条

件

に
適
合

し

な

い

こ
と
は
明

ら

か
で
あ

る
)
、

か
か

る
性
格

の
認

識
様

式

に
明
確

な
言

語
表

現

を
与

え

る
こ
と

は
、

カ

ン

ト

に
限
ら
ず

、
西

洋
語

の
使

用
者

一
般

に
と

っ
て

は
殆

ど

原
理

的
な

困
難

を
伴

う

の
で

は
な

い
か

と
考

え
ら

れ
る
。

と

い
う

の
も
、

「
立

ち
現

わ

れ

一
元

論
」

に
お

い
て
は
登

場

し
な

い

「
見

る
」
私

、
「
感

じ

る
」
私

を
消

去

す
る

こ

と
が
、

そ

こ
で

は
極

め
て
困

難
だ

か
ら

で
あ

る
。

〔
「
痛

み
を
感

じ

る

『私

』
が

あ

る

の
で
は

な
く
、

痛

ん

で

い
る
私

が

あ

る
だ
け

で
あ

る
」

(
罰
頁

)
〕
。

『
批
判

』
第

二
版

で

は
、



「
所
与
表

象

の
主
観

的
関

係

」
と

「
客
観

的
関
係

」

の
例

と

し
て
、

「
或

る
物
体

を
支

え

る

と
、
私

は
重

さ

の
圧
迫

を
感

じ

る
」
と

「
こ

の
物

体

は

重

い
」

が
挙
げ

ら

れ

て

い
る
。
前
者

の
命

題

を

「
或

る
物
体

は
重

い
、

と
私

に
は
思

わ
れ

る
」

と
変
形

し

た
上

で
、
更

に
こ

の

「
私

」
を

消
去

す

る

こ
と
は
、

文
法

的

に
は
勿

論
可
能

で
あ

る
。

し

か
し
、

「
思
わ

れ

る
」

や

「
見

え

る
」

と

い
う
動
詞

表
現

は
、

「
誰

」

に
か

と

い
う

限
定

の
有

無

に
関

し

て
、

日
本

語

と
西
洋

語

で
は
通

常

反
対

の
関
係

に
な

る
よ
う

に
思

わ
れ

る
。

日
本

語

で
は
、
特

に

「
誰

」

に
か

と

い
う

指
示

が

な

い
場

合

は
、

「
私
」

に
と

い
う
意
味

で
あ

る

〔本
論

文

の
最
初

の
文
章

も
参

照
〕

の
に
反

し

て
、

西

洋
語

で
は

、
「
我

々
」

に
の
意
味

、

つ
ま

り

「
一
般

に
」

の
意
味

で
あ

る
こ
と

が
通
例

で
あ

ろ
う
。

そ
し

て
指

示
が

あ

る
場
合

は
、

そ

の
逆

で
あ

る
。
従

っ
て
、

「
知
覚
判

断

」

に
お

い
て
は
、

「私

」

を
省

く

こ
と
が

で
き

な

い

(省

く
と
、

内
容

上
個

別

的
判

断

で
は
な

く
、

一
般

的
判

断

に
な

っ
て
し
ま

う

か
ら
)
。

『
プ

ロ
レ
ゴ
ー

メ
ナ
』
で
は
、

「
部
屋

は
温

か

い
」
、

「砂

糖

は
甘

い
」
は

「
知
覚

判
断

」
(
　

)
と
さ

れ
て

い
た
が

、

『
プ

ロ
レ
ゴ

ー

メ
ナ
』
よ

り
も
後

に
書

か

れ
た

と
推
定

さ

れ
る

『反

省
』

(
　

)
で

は
、

「
塔

は
赤

い
」
、
「
石

は
温

か

い
」
、

「
暖
炉

は

温

か

い
」

が

「
経
験

判
断

」

と
さ

れ
て

い
る

の
も
、

そ

の
こ

と

に
起

因

す
る

と
考

え
ら

れ
る
。

同
様

の
困
難

を

『
存
在

と
時

間
』
の

ハ
イ
デ

ガ

ー
も
免

れ

て

い
な

い
と
思

わ
れ

る
。
大

森
氏

と

同
様
、

ハ
イ
デ

ガ

ー
も
デ

カ

ル
ト

の
、

「物

心

二

元
論

」
に
基

づ
く

「
事
物

的
存

在
者

(現
存

在

で

は
な
く

)
の
世

界
存

在
論

」
を
批
判

し
、

「
基
層

」
と
し

て

の
物

質
的

自
然

(延

長
体

、
自

然
物

)

の
上

に
他

の
存

在
者

(
美
醜

、
適

不
適

、
有

用
無

用
、

等

の
諸
性

質

を
有

す
る
非

物
質

的
存

在
者

)

の
層

が
構
築

さ

れ

る
、

と

の
見
解

を

否
定

す

る

(
　

)。

日
常

の
配
慮

的

場
面

に
お

い
て
我

々

に
先

ず
差

当

っ
て
出

会

わ
れ

る

の
は
、

「
ハ
ン

マ
ー
は
重

い
」
と

い
う

「
理
論
的

判
断

」
で

は
な

い
。

「
こ

の

ハ
ン

マ
ー
は
重

す
ぎ

る
」
、

「
重

す
ぎ

る
」
、

「
別

の

ハ
ン

マ
ー

を
!
」
等

で
あ

る

(
　

)。

「
重

す
ぎ

る

ハ
ン

マ
ー
」
を

ハ
イ
デ

ガ

ー
は

「
既

に
現
わ

れ
た

も

の
」
、

「
己

れ
を
現

わ
す

も

の
」
(
　

)
と
呼

ぶ
。

そ

し

て
、

「
こ

の
既

に
現

わ

れ
た
も

の

重

す
ぎ

る

ハ
ン

マ
ー

に
直
面

す

る
と
、

規
定

は
先

ず
差

し
当

た

り

一
歩

後

退
」

し

て
、
〈

そ

こ

の

ハ
ン

マ
ー
V

へ
と

「
主

語
措

定
」

に
絞

り

を
か

け
る
、

と
言

わ

れ
る

(
　

と

き
、

こ

こ
に
我

々
は
、

我

々

の
所
謂

「
第

三
層

」
・
「
第

二
層
」
、

カ

ン
ト

の

「
知
覚

判
断

」
・
「
経

験
判
断

」
と
対

応
的

な
、

二
段

階

の
認

識

様
式

の
区

別

を
看
取

で
き
よ

う
。

し

か
も

こ

の

「
既

に
現

わ
れ
た

も

の
」
に
、
主

客
未

分

の

』

元
論

L
さ
え

一
見
認

め

ら
れ

よ
う
。

し

か
し
、



「
重
す
ぎ

る

ハ
ン

マ
ー
」
は
、

単

な
る

「重

す
ぎ

る
」
と
同
様

、
未

だ

一
定

の
認
識

様
式

の
体

を
成

し

て

お
ら
ず

、
そ

れ

の
た

め

に
は
、
例

え
ば

、

〈

重
す
ぎ

る

ハ
ン

マ
ー
が
立

ち
現

わ

れ

て

い
る
〉

の
よ
う

に
言

わ
れ

ね
ば

な
ら

な

い
が
、

ハ
イ
デ

ガ

ー

に
は

「立

ち
現

わ

れ
」

の
概
念

が

な
く
、

ま
た

そ
れ

の
形
成

は
、

上
述

の

「私

」
の
問

題

が
絡

む
た

め

に
、

殆

ど
原

理
的

に
困

難

で
あ

ろ
う
。

一
方

、
「
こ

の

ハ
ン

マ
ー

は
重

す
ぎ

る
」
と

い

う

判
断

も
、

「
ハ
ン

マ
ー
な

る
事
物

は
重

さ

の
性

質
を
有

す

る
」

と

い
う
意
味

を

既

に
含

む

「
ハ
ン

マ
ー

は
重

い
」
と

い
う

「
理
論

的

判
断

」

(
　

一
宅

)
を
暗

に
前

提

し

て

い
る

と
す

る
な

ら
、
そ
れ
が

固
有

の
認

識
様
式

の
表
現

で
あ

り
得

な

い

こ
と
は
明

ら

か
で
あ

る
。
同

書

の

ハ
イ
デ

ガ
ー

は
、

か

か
る
認
識

様
式

の
理
論
化

と

い
う

こ
と

に
は
、

関

心
が

な

い
よ
う

に
見

え

る
。

確

か

に
同

書

に
は
、

物

心
未
分

・
主

客
未

分

の

」

元
論

L

を
志
向

し

て

い
る

か
と
思

わ
せ

る
箇
所

も
あ

る
。

「
こ

の

ハ
ン

マ
ー

は
重

す
ぎ

る
」

に

お
け
る

「
ハ
ン

マ
ー
」

(
但
し

、
そ

れ
が
手

の
届

か
な

い
所

に
あ

る
場
合

)
、

あ
る

い
は
、

壁

に
背

を
向

け
た

(
つ
ま
り
、

壁

が
見

え
な

い
)

状

態

で
下

さ
れ

る
場
合

の
、

「
壁

の
画

は
斜

め

に
傾

い
て

い
る
」

と

い
う
真

な
る
判

断

に
お

け
る

「
壁

の
画
」

は
、

「
心
的

出
来

事

と
し

て

の
表

象

す

る

こ
と

(作

用

)

と

い
う
意

味

の
表
象

」

で
も
、

「
表
象

さ

れ
た

も

の
と

い
う
意

味

の
表
象

」

で
も
な

く
、

「
道

具
的

と

い
う
在

り
方

の
存
在

者

」

(
　

)
、

あ

る

い
は
、

「壁

に
架

か

る
実
在

と

し

て
の
画
」

(
　

)
を
指

し

て

い
る
と
言

わ

れ
る
。

そ

の
限

り

で
は
、

心
理
的

な

「
表
象

」

で

も
物

理
的

な

「事

物
」

で

も
な
く

、
言

わ
ば

物

心
未
分

の

「
存
在

者

そ

の
も

の
」
が
問

題

と
さ

れ

て
は

い
る
が
、

し

か
し

ハ
イ
デ
ガ

ー

に
は
、

か

か
る

「
存
在

者

そ

の
も

の
」

の
把

握

を
物

心
未

分

・
主

客
未

分

の

「
一
元
論

」

の
構
築

へ
と
展
開

し

よ
う

と
す

る
よ

う
な

意
図

は
窺

わ

れ
な

い
。

彼

は

む
し

ろ
、

「存

在
者

を

露

わ

に
す
る

(発
見

す

る
)
」

こ
と

が

「真

理

」

の
意

味

で
あ

り
、

そ
れ

は

「
現
存

在

の

一
つ
の
存

在
様

式
」

で
あ

る

(
　

)
と

い
う
仕

方

で
、

同
じ

「
存
在

者

(内
世

界
的

存
在

者
)
」
に

つ
い
て

の

一
種

の
〈
真

理

の
観
念

論

〉
を

同
時

に
説

い
て
お

り
、
〈

存

在

に
関

す

る
実
在

論
、

真

理

に
関

す

る
観
念

論

〉
と

い
う
仕

方

で
、
現

存
在

と
道

具
的

存
在

者

と

い
う
主

客
間

の
均

衡
を

維
持

し

よ
う

と
努

め
て

い
る

と
も
見

ら

れ
、
彼

が

主
客

「
二
元
論
」

を

脱
却

し

て

い
る

と
は
考

え
難

い
。

第

三
層

の
理
論

を

ハ
イ
デ
ガ

ー

は
提
示

し

て

お
ら

ず
、

ま

た
提

示

で
き
な

か

っ
た

と
言

わ

ざ

る
を
得

ま

い
。

こ
れ

に
対

し

て
大
森

氏

に
は
、
〈

重

い
物

体

(重

す
ぎ

る

ハ
ン

マ
ー
)

が
立

ち
現

わ

れ
て

い
る
〉

、
〈

壁

の
画
が

傾
斜

し

た
姿

で
立

ち
現

わ
れ



て

い
る
〉

と

い
う

形

で

「
一
元
論

」

の
明
確

な
判

断
を

提
示

で
き
る
点

に
優

位
性

が
あ

る
。

「
経

験
判

断
」

(第

二
層

)
が

現
わ

れ

る
と
そ

れ

に
吸

収

さ

れ
る

し
か
な

い

「
知
覚

判
断

」

(第

三

層
)

と
は
違

っ
て
、

「
立

ち
現

わ
れ

一
元
論

」

(第

三
層
)

に
は
、

「経

験

判
断

」

で
あ

れ

「
先

験
的

観

念

論
」

(第

一
層

)
で
あ

れ
、

そ

れ
ら

に
吸
収

さ

れ

る
こ
と

も
、
逆

に
そ
れ

ら
を

吸
収

す

る
こ

と
も
な

い
独

立
性

と
恒

常
的

安
定

性
を

も

つ
強

み
が

あ

る
。

し

か
し
、

「
立

ち
現

わ

れ

一
元
論

」

が
最

大

の
卓
越

性
を

示

す

の
は
、

そ

こ
で

の

「
立

ち
現

わ
れ

」
と

い
う

「
一
元
論

」

(第

三
層

)

の
概

念

が
、

「
現
象

」

の

「
表
象

」

(直

観

・
知
覚

)

と

い
う

「
二
元
論

」

(第

二
層
)

の
概
念

に
よ

っ
て
定
義

で
き

る

こ
と

に
お

い
て

で
あ
る
。

そ

れ
は

何
を
意

味

す

る

の
か
。

四

第

三
層

は

「
経
験

」

(
一
元

的

な
も

の
)

の
感
性

(直

観

・
知
覚

・
現

象
)

段
階

で
あ

り
、

第

二
層

は
そ

れ

の
悟

性

(概
念

・
判

断

.
認
識

)
段

階

で
あ

る
。
従

っ
て
、

〈

「経

験
」

m

「
経

験
対

象
」

の

「
経

験
認

識
」
〉

と

い
う
定

義

に
従

え
ば
、

そ

し

て
感

性
段

階

の

「
経
験

」

(
一
元
的

な

も

の
)
を
仮

に
X

と
す

れ
ば
、

〈

X
m

「
現
象

」

の

「表

象
」

(直
観

・
知
覚

)
V

と
な

る
。

そ
し

て

「立

ち
現
わ

れ
」

こ
そ

こ

の
X

に
最
も

相
応

し

い
こ
と
が
前

節

ま

で
に
明

ら

か
と
な

っ
た

と
考

え
ら

れ

る
。

も

し
も

「
立

ち
現

わ
れ

」
が

X
と

し

て
承
認

さ
れ

た

(そ

の
こ

と

の
正

当
性

は
既

に

証
明

さ
れ

た
と
我

々
は
解

す

る
)

と

す
れ
ば

、

「
一
元
論

」

(第

三
層

)

の
限
り

で
は

ほ
ば
完

成
態

に
近

い
も

の

の
、

「
二
元
論

」

(第

二
層

)

と

の

関

係

に
関

し

て
は
理
論

的
補

強

の
余
地

を

尚
も
残

し

て

い
る

と
見
ら

れ

る

「
立

ち
現

わ

れ

一
元
論

」

は

カ

ン
ト

の
経

験
理

論

(第

一
層

お
よ
び

第

二
層

)
と

い
う
磐

石

の
基
盤

を
獲

得

し

て
、

第

一
層

か
ら
第

三
層

に
及

ぶ
、

壮
大

で
揺

る
ぎ

な

い
経
験

理
論

の
体

系

が
完
成

す

る

こ
と

と
な

ろ
う
。

大

森
氏

は
、

知
覚

の
言

葉

と
事
物

の
言

葉
、

日
常

の
生

と
科

学
、

等

の

「
重

ね
描

き
」

(
㎜
頁

)
に

つ

い
て
語

ら

れ

る
が
、

一
つ
の
壺

の
形

の
描

写

と
色
彩

の
描

写

が
そ

の
壺

に

「重

ね

て
」

な
さ

れ
る

と

い
う

の
と
違

っ
て
、

知
覚

の
言

語

と
事
物

の
言

語

が

か
の
因

果
系
列

に

「
重

ね
描

き
」

さ

れ
る

(
㎜
頁

)

と

い
う

の
は
分
明

で
は
な

い
。

二

元
論

L

と

「
二
元

論
」

の

「
重

ね
描

き
」

と
は
何

を
意

味

し
、

そ

こ
で

の

「
重

な
り
合

い
」



と

は
精
確

に
は
何

と
何

の
「
重

な
り

」
か
が
説

明
さ

れ

る
必
要

が
あ

ろ
う
。

我

々

の
見

る
と

こ
ろ

で
は
、

〈
或

る
物

が
見

え

て

い
る
〉

こ
と

と
〈
脳

の
物

理
化

学
的

状
態

が

か
く

か
く

で
あ

る
〉

こ
と

と

の
間

に
は
勿
論

い
か
な

る
直
接

的

な

「作

用

」
も

「
因

果
関
係

」

も

な

い
が

、
複

雑
な

潜
在

的

メ

カ

ニ
ズ

ム
が
両

者
間

の

「
即

ち
」

と

い
う
関
係

を
形

成

し

て

い
る
。

先
ず

、

〈
或

る
物

が
見

え

て

い
る
〉

こ
と

は

「
立

ち
現

わ

れ
」

の
定
義

(
そ

こ
で

の
等

値
記

号

は
、
大

森
氏

の
用

語
法

で
は

「
即

ち
」
と
言

い
換

え

ら
れ

よ
う
)
に
従

っ
て
、

そ

れ
は

「
即

ち
」
、

〈

そ

の
或

る
物

(
現
象

)

の
表

象

が
私

の
心

の
中

に
あ

る
〉

こ
と

で
あ

る
。

そ
し

て

こ
の

「
二
元
論

」

(カ

ン
ト
的

な
対

応

・

一
致

的

「
二
元

論
」
)
が

更

に
、
〈

そ

の
或

る

物

と
私

の
心

の
中

の
観
念

と

の
間

に
因
果

関
係

が

あ
る

(或

る
物

か
ら

の
光
が

眼
を

通

っ
て
私

の
脳

に
作

用

を
及

ぼ
す
)
〉

こ
と

で
あ

る
と
、

デ

カ

ル
ト
的

な
因
果

的

「
二
元

論
」

に
よ

っ
て
読

み
換

え
ら

れ
る
。

そ

し

て
こ

の
脳

の
状

態

が
物

理
化
学

的

に

「
か
く

か
く

」

と
し

て
説
明

さ

れ
る

の

で
あ

る
。

こ
こ

で
二
種
類

の

「
二
元
論

」

(カ

ン
ト
的

と
デ

カ

ル
ト
的

)
が
介

在

し

て

い
る

こ
と
が

要
注

意

で
あ

る
。

カ

ン
ト

の
所
謂

「
形
式

的
観

念
論

」

に
基

づ
く
前

者

と
、

「
質
料
的

観
念

論

」

に
基
づ

く
後
者

と

い
う

、

か
か

る

「
二
元
論

」

の
区
別

は
不

可
避

か

つ
極

め

て
重

要

で
あ

る
。

大

森
氏

に
よ
れ
ば

、

「視

覚

風
景

が
見

え

て

い
る
と

い
う
状

況

の
中

に
は
、

『
見

る
も

の
1

見

ら
れ

る
も

の
』

と

い
う
認
識

論

的
な

主
客

の
構

造

と

い
う

も

の
は
な

い
、

し

た
が

っ
て
当

然
、

『
見

る
』

と

い
う
認
識

論

的
な
作

用

体
験

も
な

い
」

(
59
頁

)
。

「
見

る
も

の

見

ら

れ
る
も

の
」

の
主

客
構

造

や
、

「
見

る
」
私

の
存
在

が
否

定

さ
れ

る

の
は
、

「
見

え
て

い
る
」

と

い
う
状

況

の
中

で

の
話

で
あ

っ
て
、

こ

の
状

況

の
外

で

は
話

は

別

で
あ

る
。

「見

え

て

い
る
」
と

は
違

っ
た
世

界

の
在

り
方

(世
界

へ
の
接

し
方
)

に
お

い
て
、

つ
ま

り

「
見

る
も

の

見

ら
れ

る
も

の
」
と

い

う
仕

方

で
世
界

が
把

握

さ
れ

る
と

き
、
世

界

は
主
客

構
造

、
あ

る

い
は
、

事
物

と
観
念

と

い
う

「
二
元
論

」

に

お

い
て
把

握

さ
れ

、
第

二
層

が
成

立
す

る

こ
と

と
な

る
。
重

要
な

こ

と
は
、

「
見

え

て

い
る
」

と

い
う

「
一
元
論

」

(第

三
層
)

の
場

面

と
か

か
る

「
二
元
論

」

(第

二
層

)
の
場

面
を

峻
別

し

て
、
両
者

を

絶
対

に
混

同

し
な

い
こ

と
で
あ

る
。

第

二
層

に
は

「
立

ち
現

わ
れ
」

と

い
う

「
一
元

論
」

の
概

念

の
登
場

の
余

地

が
な

い
よ

う

に
、
第

三
層

に
は
主
観

と
客

観
、
事

物

と
観
念

、
等

の

「
二
元
論

」

の
概

念

の
登

場

は
許

さ
れ

な

い
。

両
層

は

「
立

ち
現

わ
れ

」

の
定

義

を
介

し

て
相

互

に
自
由

か

つ
容
易

に
変

換

・
往

来

で
き

る
。

そ

し

て
、

両

層

は

「
即

ち
」

の
関

係

で
は
あ

っ
て
も
、

こ
の
定
義

が
厳

格

に
守

ら
れ

、

二

種
類

の

「
二
元
論

」
が
峻
別

さ

れ

て

い
る
限

り

、
第

二
層

の
悪

し
き

因
果
的

「
二
元
論

」
が
第

三
層

へ
と
逆

流

す

る
恐

れ
は
あ

る

ま

い
。

「
立

ち
現



わ
れ

L

の
定

義

を
介

し

て
両

層

が
結
合

さ

れ
る

こ
と

が
、
大

森
氏

に
対

し

て

は
勿

論

、

カ

ン
ト

に
対

し

て
も
絶

大

な
意
義

を
有

す

る

こ
と
は
言

う

ま

で
も
な

い
。

そ
れ

に
よ

っ
て
、

カ

ン
ト

の
経
験

理
論

(第

一
層

と
第

二
層

)

は
、
自

然
科

学

的
認

識

(第

二
層
)

の
狭

い
範

囲

か
ら

日
常
経

験

の
全
範

囲

(第

三
層
)

へ
と
そ

の
射
程

を

一
拠

に
拡
大

で
き
る

か
ら

で
あ

る
。

「
私

は
世

界

の
部
品

」

で
は
な

く
、

「
た

だ
そ

の
世

界

の
あ

り
方
が

『私

が

こ

こ
に
居

る
』

こ
と

」
な

の

で
あ

る

(
痂
頁

)
。

第

三
層

の

「立

ち

現

わ

れ

一
元

論
」

の
立

場

で
は
、

〈
私

の
存

在
〉

と

〈
世
界

の
存

在
〉

は
等

価

で
あ

る
。

し

か
し
、

観
念

論

や
独
我

論

が
大
森

氏

に
よ

っ
て
意

図

さ
れ

て

い
る

の
で
は
全

く

な

い
。
「
私

は
世

界

の
全
部

だ
、
な

ど

と
は
荒
唐

無

稽

で
す
」

(
鵬
頁

)
。
し

か
し

、
私

か

ら
独
立

に
存

在

す
る
世

界

に
出

会

う

こ
と

は
、
第

三
層

で
は
不

可
能

で
あ

ろ

う
。
「
立

ち
現

わ

れ

の
背

後

に
何

も

の
も
な

い
。
あ

る

の
は

そ

の
と
き

ど
き

の
立

ち
現

わ
れ

だ
け

で
あ

っ
て
、

『
立

ち
現

わ
れ

る
』
何

か
が

あ

る

の
で
は
な

い
」

(
35
頁

)
。

世
界

は
従

っ
て
、
私

(主
観

)
に
対
立

す

る
客
観

と

し

て
、

第

二
層

に

お

い
て

把

握

さ
れ

る
し

か
な

い
。
「事

物

の
言
語

と

い
う

の
は
、
…

人
が

い
な

い
世

界
、
無

人

の
世

界

に
あ

っ
て
も

意
味

を

も
ち

う

る
よ
う

な
、
世

界
描

写

の
言
語

で
あ

る
」

(捌
頁

)
。

従

っ
て
、

認
識

の
秩

序

と
は
逆

に
、

存
在

の
秩

序

に
お

い
て
は
第

二
層

が
第

三
層

の
基

礎

を
成

し

て

い
る
。

世
界

は

「
見

え
て

い
る

」

か
ら

存
在

す

る

の
で
は
な

く
、

存
在

す

る

か
ら

「
見
え

て

い
る
」

の

で
あ

る
。
そ

れ
故

、

こ
こ

ま

で
の
我

々

の
試

論

を
、
第

三

層

の

「
立

ち
現

わ
れ

一
元
論

」
を
第

二
層

の

「
二
元
論
」

に
基

づ

け

る
試

論

と

い
う
意

味
を

込

め

て
、

(奇
妙

な

呼
称

で

は
あ

る
が
)
〈
立

ち
現

わ

れ
二
元
論

〉

と
命
名

す

る

こ
と

に
し

た

い
。

カ

ン
ト
哲

学

の
在

る

べ
き
第

三
層

の
理
論

と
大

森
氏

の

「
立

ち
現

わ
れ

一
元
論

」

と

の
同

一
性

(
類
似
性

や

共
通

性

で
は

な
く
)

が
、

単

な
る

偶

然

の
所
産

で
あ

り
得

な

い

こ
と
は
勿

論

で
あ

る
。
大

森
氏

は

へ
ー
ゲ

ル
以
来

の
通

説

に
従

い
、

カ

ン
ト

の
立

場
を

デ

カ

ル
ト
的
な

因
果

的

「
二

元

論
」
と
誤
解

さ

れ
た
。

「
カ

ン
ト
は
、

感
性

が
物

自
体

に
触

発

さ
れ

る
、

と
語

っ
た

が
、

そ

の
触

発
機

構

に

つ
い
て
は
何

も
語

ら
な

か

っ
た
。

…

第

二
次
触

発

と

し
て

は
生
理

学
的

な
刺

激

と
受
容

の
機

構

が
考

え
ら

れ

て

い
た

と
思

え

る
」

(
65
頁
)
。
そ

し

て
か

か
る
誤
解

さ
れ

た

「
二
元
論

」

を
覆

す

「
立

ち
現

わ
れ

一
元
論

」

と

い
う
完

壁

な

』

元
論

L

の
構
築

に
よ

っ
て
、

図
ら
ず

も

し

か
し
必
然

的

に
、

カ

ン
ト

と
同

一
の
地

点

に
到

達

さ

れ
た
。
我

々
の
立
論

は
そ

れ
故
、
大
森

氏

の
夢
想

も

さ
れ

な

い
結

論

で
あ

る

の
か
も
知

れ

な

い
が
、
し

か
し
カ

ン

ト
は
、
「
著
者

が
己

れ

の
対



引
用
文
献

象

に

つ
い
て
表
明

す

る
思
想

の
比

較
し
に
よ

っ
て
、

「著

者
自

身

が
理
解

し

た
よ

り
も

よ
り
良

く

そ

の
対

象

を
理
解

す

る

こ
と
」
が

鷲
決

し

て
異
例

な

こ
と

で
は
な

い
L
と
語

っ
て
い
る

(じd
。。
ざ
)
。
カ

ン
ト

が
く

イ
デ

ア
V

を
プ

ラ
ト

ン
よ

り
も

よ
り
良

く

理
解

し
た

と
暗

に
自

負

し
た

よ
う

に
、
我

々

が
〈
立

ち

現
わ

れ
〉

を
大
森

氏

よ
り

も
よ

り
良

く
理
解

し

、
そ

の
結

果

と
し

て
両
哲

学

(カ

ン
ト

と
大
森

氏

〉

の
同

一
性

(或

る
面

に
限

っ
て

で

は
あ

る
が

)
を
主

張

し
た

と
し

て
も

、
格
別

不
都

合

は
あ

る
ま

い
。
我

々

の
試

論

に
よ

っ
て
、

「
立

ち
現

わ
れ

一
元
論

」
と

い
う
現

代
日
本

哲

学

の

卓

越

し
た

理
論

は
、
カ

ン
ト
哲

学

と

い
う
西

洋
哲

学
史

の
本

流

の
中

に
位
置

づ

け
ら

れ
得

よ
う
。
こ
れ

は
し

か
し

比
較
哲

学

で

は
な

い
。
け
だ

し
、

真

理

の
前

に

は
東

洋

も
西

洋
も

な
く

、
近

世
も

現
代

も
な

い
か
ら

で
あ

る
。

⑦

大
森
荘
蔵

H

新
視
覚
新
論
、

一
九
八
二
、
東
京
大
学
出
版
会
、

一
九
九
四
、
第
六
刷
。
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