
カ

ン

ト

宗

教

哲

学

の

基

礎

…
ー

純

粋

理

性

批

判

の

宗

教

思

想

ー

廓

川

村

三

千

雄

序

カ

ン
ト

の
宗
教

哲
学

は

「
単
な
る
理
性

の
限
界
内

の
宗
教
」

に
於

い
て
完
結
的

に
叙
述

さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
其

の
基
礎

は
、
既

に
、

彼

の
批
判

哲
学

の
申

に
与

へ
ら
れ
て

ゐ
る
も

の
と
考

へ
な
け
れ
ば
な
ら

ぬ
。
然

し
、
そ

の
こ
と
は
カ

ン
ト

の
宗

教
哲
学
が
直
接

に
彼

の
批

判

的
観
念
論

の
基
礎

の
上

に
、
整
合

的

に
、
樹
立

さ
れ
て
ゐ

る
こ
と
を
意
味
す

る
の
で
は
な

い
。
両
者

の
間

に
は
深

い
内
面
的

な
聯
関
が

あ

る
と
同
時

に
、
著
し

い
粁
格
が
存

す
る
も

の
と
言

は
ぎ
る
を
得

な

い
。

そ
れ

で
は
、
そ
の
こ
と
は
如
何

な
る
意
味

に
於

い
て
言

ひ
得
る

で
あ
ら
う
か
。
我
々
の
考
察
は
先
つ
か

、
る
問
題

の
解
明

に
む
け
ら
れ
る
。

此

の
問
題

に
関

し
て
、
考
察

の
視
点
を
知
信

の
区
別

に
求

め
、
信

の
基
礎

の
上

に
於

け
る
信
仰
概
念

の
確
立

と
そ

の
展
開

に
カ

ン
ト

の

宗

教
哲
学
的
思
想

の
発
展
を
跡
付
け

る
こ
と
も
可
能

で
あ
ら
う
。
例

へ
ば

、
国
●
ロΩ
ぎ

σq
霞

の
研
究

.貞
夢
員
冨

ピ
⑦
}肖
①
〈
8

Φ
罫
二
ぴ
①
昌
.、

の
如
き
は
か
、
る
方
向

を
と
る
も

の
と
解

さ
れ
る
。

知
信

の
区
別
は
、
周
知

の
如

く
、
カ

ン
ト

の
批
判

哲
学

の
根
本
的
思
想

で
あ
り
、
此

の
原

理
に
よ

つ
て

一
貫
さ
れ

る
限

り
、
宗

教
哲
学

カ

ン
ト

宗

教

哲

学

の

基

礎

一1一



人

文

研

究

第
十
二
輯

も
亦
彼

の
批
判
哲
学

の

一
部

を
構

成
す

る
と
考

へ
ら
れ
よ

う
。
か

＼
る
点

に
於

い
て
、
信
仰
概
念

を
手
引
き
と
し
て
考
察

す
る
方
向

は
、

宗
教

哲
学

と
批
判

哲
学

と
の
連
続
的
整
合
的
関

係
を
示

し
得
る

で
あ
ら
う
が

、
少
く

と
も
両
者

の
矛
盾
的
粁
格

を
十
分

に
明

に
な
し
得

な

い
と
思

は
れ

る
の
で
あ
る
。

随

つ
て
、
両
者

の
聯
関
と
秤
格

を
明

に
せ
ん
と
す

る
当
面

の
課
題

に
対
し
て
は
、
信
仰
概
念

は
知
信

の
区
別

の
基

礎

の
上

に
批
判
的

に

確
立

さ
れ
た
も

の
と
し
て
前

提
さ
れ

る

の
で
あ
る
。
而
し

て
、

ゼ
ン
ゲ

ル
も
亦

、
信

仰
概
念

を
信
仰
内
容
及
び
信
仰
対
象

か
ら
区
別
す

る

の
で
あ
る
が
、
我
々
の
考
察

は
む

し
ろ
後
者

に
向

け
ら
れ
る
。

と

こ
ろ

で
カ

ン
ト
の
宗
教

思
想

に
於

い
て
信
仰
内
容

を
構
成
す

る
の
は
不
死

、
自
由
、
神

の
三
理
念

に
他

な
ら
な

い
。
此

の
三
理
念

は

先
験
的
弁
証
論

の
中

に
其

の
基
礎
が
置

か
れ
、
宗
教
哲
学

は
そ
れ
の
実

現
で
あ

る
と
も
考

へ
ら
れ
る

で
あ
ら
う
。
随

つ
て
、

ヵ
ン
ト
の
批

判

哲
学

と
宗
教
思
想
と

の
関
聯

、
或

は
宗

教
哲
学

の
批
判

哲
学

に
於

け
る
地
位

は
、

三
理
念

の
展
開

を
追
及
す
る
こ
と

に
よ

つ
て
明

に
さ

れ

る
と
思

は
れ
る
。

此

の
考
察

に
当

つ
て
、
筆
者

が

少

な

か

ら

ざ

る

示

唆

を

与

へ
ら

れ

た

シ

ュ
ヴ

ァ
イ

ッ

ァ
ー
の
研
究

(
P
嵜
o
詳

憩
。
げ
毛
o
詳
N
o
麗

羅

甥
σq
ざ

崖

娼
げ
昌
o
・。
o
娼
鑑
。

国
碧

冨
)

は

此

の
方
向

を
採

る
。

か
く

て

、

三
理
念

を
中

心

と

し
て

カ

ン
ト

の

三
批

判

書

に

於

け
る
宗
教
哲
学

の
基

礎
を
明

に
せ
ん
と
試

み
る
も

の
で
あ
る
が
本
稿

は
先

づ
第

一
批
判

に
於

け
る
そ
れ
を
示

き
う
と
す
る
の
で
あ
る
。

一一2一

 

一

理

念

の

確

立

カ

ン
ト
の
宗
教
哲
学
的
思
想

は
不

死
、
自
由
、
神

の
三
理
念
を
中

心

に
し
て
展
開

さ
れ
る

の
で
あ
る
が
、
此

の
三
理
念

は
如
何

に
し
て

樹
立

さ
れ
る
で
あ
ら
う
か
。
此
の
問
題

に
対

し
て
、
我
々
は
先
験
的
弁
証
論

の
二
律

排
反
第

三
節

の
中

に
次

の
如
き
重
要

な
叙

述
を
見
出

し
得

る
。

「
世
界
が
始

め
を
有
す

る
と

い
ふ
こ
と
、
余

の
思
惟
す

る
自

己
が
単

一
で
あ

る
と

い
ふ
こ
と
、
随

つ
て
不
滅

の
本
性

で
あ
る
こ

と
、
同
時

に
こ
の
自
己

は
そ

れ
の
意
志
的
諸
行
為

に
於

い
て
自
由

で
あ
り
、
自
然

の
束
縛

を
超
え
て
ゐ
る
こ
と
、
最
後

に
、
世
界
を
構
成
す



る
事
物

の
全

体

秩
序

は

、
そ

れ

か

ら
総

て

の
世

界

の
統

一
及

び
合

目

的

々
結

合

が
与

へ
ら

れ

る
と

こ

ろ

の
根

源
存

在

者

d
目
宅
$
㊦
β

か

ら

生

ず

る
と

い

ふ
こ

と

、

こ
れ
等

は

そ
れ

丈

け

道

徳

と
宗

教

と

の
礎

石

O
旨

β
缶
馨
。
宣
Φ

で
あ

る
。
」
(
国

・島
k

・く

.しσ
●お
躰
)

こ

の
中

に
含

ま

れ

る
四

個

の
命

題

は

い
つ

れ
も

二
律

排

反

の
定

立

円
げ
窃
冨

で

あ

る
が

、

そ

れ

に
対
す

る
反

定

立

は

、
逆

に
、

道

徳

と
宗

教

と

の
基

礎

を
破

壊

す

る
も

の
で
あ

る
と

な

さ

れ

る

。

と

こ

ろ

で
、

上

の
叙

述

の
中

に
見

出

さ

れ

る
四

個

の
命

題

は

二
律

排

反

の

四
個

の
定

立

の
夫

々

と

は
完

全

に
同

一
で
は

な

い
こ

と
が

気

付

か
れ
る
。
第

一
の

二
律
排
反

の
定
立

は

「
世
界

は
時
間

に
於

い
て
始

め
を
有

し
、
空
澗

の
上
か
ら
も
限
界
附
け
ら
れ
て
ゐ
る
」
。

(
駐

冨
・
)
と
主
張
す
る

の
で
あ
り

、
そ
れ
は
世
界

の
時
間

的
並
び

に
空
間
的
限
定

に
関
す

る
命

題
で
あ
る
。
そ

れ

に
対
し
て
、
道

徳

と
宗

教

の
礎
石

に
就

い
て

の
命

題

は
、
空
間

に
関
す
る
規
定

を
含

ま
ず
、
時
間

に
の
み
関

は

る
の

で
あ

る
。
第

二
の
定
立

は

「
世

界

に
於

け
る
凡

ゆ
る
複
合

的
実
体

は
単
純
な
部
分
よ
り
成
り
、
実

体

は
ど

こ
で
も
単
純

な
も

の
と

し
て
、
或

は
単
純

な
も

の
か
ら
複
合

さ
れ
た
も

の
と
し

て
の
み
存
在
す

る
」
。
(
恥
露
冨
・
)

と

い
ふ
形

で
あ
る
が

、
此

の
表
現

に
於

け
る
実

体
は
道
徳
及

び
宗
教

の
実

践
的
命

題

に
於

い
て
は

「
自

ら

の
思
惟
す

る
自
己
」
塁
①
ぢ

釦
①
昌
犀
㊦
β
自
$

の
巴
蕃
'

と
な
り
、
単
純
性

は
不
滅

の
本
性

β
μ
ぐ
窪
司
霧
嵩
o
げ
亀

男
9
霞

に
結
合

さ
れ
る
。

随

つ
て
、
二
律
排
反

の
第

二
定
立

は
、
宗
教

と
道
徳

の
礎
石

に
関
す

る
命
題

へ
の
転
移

に
於

い
て
、
其

の
宇
宙
論
的
性
格

を
喪
失

し
、
同

時

に
意
味

の
転
換
が
な

さ
れ
る
。
第

三
の
二
律
排
反

に
於
け

る
定
立

は

「
自
然

の
法
則

に
よ
る
因
果
性

は
、
そ
れ
か
ら
世

界

の
諸
現
象
が

悉
く
導
き
出

さ
れ
得

る
と
こ
ろ
の
唯

一
の
も

の
で
は
な

い
。
世
界

の
説
明

の
た

め
に
は
な

ほ
自
由

に
よ
る
因
果
性
が
必
然
的

に
仮
定

さ
れ

る
し
。

(
出
鴇

・)
此

の
定
立

も
其

の
実

践
的

観
点

に
於

い
て

は
、

第

二

の

命

題

に

対

応

し
て

、
「
自

ら

の
思

惟

す

る
自

「ロ
」
に
関

は
り

、

「
現
象
」

は

「
自
己

の
行
為

」

へ
転
換

さ
れ
る
。
此
処

に
カ

ン
ト
の
困
難

な
問
題

を
形
成
す

る
先

験

的

自
由

と
実

践
的
自
由

と

の
関
係

の

問
題
が
胚
胎

し
て
ゐ
る

で
あ
ら
う
。
定
立

に
示
さ
れ
る
宇
宙
論
的

理
念
と

し
て
の
自
由

は
、
世
界
事
象

が
現
象

と
し

て
捉

へ
ら

れ

る
限

り
、
全
体
的
世
界
生
起

に
関

は
る
の
で
あ
る
が
、
実

践
的
命
題

に
於

い
て
は
単

に
人
間

の
行
為

の
み
が

そ
の
対
象

で
あ
る
。
随

つ
て
、
此

カ

ン
ト

宗

教

哲

学

の

基

礎

一3一



人

交

研

究

第
十
二
輯

の
場
合

に
於

い
て
も
、
宇
宙
論
的
性
格

は
失

は
れ
、
自
由

の
問
題

の
領
域

は
必
然
的

に
縮
小
さ

れ
る
こ
と

に
な

る
で
あ
ら
う
。
最
後

に
第

四

の
定
立
は

「
世
界

に
は
、
世

界

の
部
分

と
し

て
か
或

は
世
界

の
原
因

と
し
て
か

の

い
つ
れ
か

に
於

い
て
、

絶

対

に

必
然

的

な
存

在

。・
。
冨
0
9

序

冒

ぎ

身

8

象
σq
Φ
ロ
名
$
8

で
あ

る
と
こ
ろ
の
或
る
も
の
が
属
す
る
。
」

(転
δ
頃
●
)
此

の
絶
対

に
必
然
的

な
存

在

は
、
実

践

的
命
題

に
於

い
て
は
、
よ
り
豊

か
な
内
容

を
示
し
得

る
根

源
存
在
者
な

る
概
念

に
よ

つ
て
置
き
換

へ
ら
れ

る
の
で
あ
る
。

か
く
て
、
道
徳
及
び
宗
教

の
礎
石
と

し
て
示

さ
れ
た
実

践
的
命
題

は
宇
宙
論
的

な

二
律
排
反

の
定
立

の
変
容

で
あ
る
と
言

ひ
得
る
。

し

か
も

二
律
排
反

の
第

一
定
立

よ
り
生
ず

る
実

践
的
命
題

「
世
界
は
始

め
を
有

す
」

は
実

践
的
領

域

に
再

び
見
出

さ
れ
る
こ
と
な
く
放
棄

さ

れ
る
の
で
あ
り
、
第

二
、
第

三
、
第

四

の
宇
宙
論
的

理
念

に
対
応

し
て
、
不
死
、
自
由

、
神

の

三

理

念

の
体
系

が
確
立

さ
れ
る

の
で
あ

る
。と

こ
ろ
で
宇
宙
論
的
思
惟

の
過
程

は
純
粋
悟
性
概
念

の
範
疇
表

に
目
的
論

的
考
察
を
適
用
す
る
も

の
に
他
な
ら
な

い
。

(
躯
㊤⇔
駅
ー
劇
窃

)

ら

も

へ

次

の
表

現
は
そ
れ
を
典
型
的

に
示
し
て
ゐ
る
で
あ
ら
う
。

若

し
被
制

約
者

が
与

へ
ら
れ

る
な
ら
ば

、
ま
た
、
諸
制

約

の
総
和
が
与

へ
ら

ヘ

へ

も

も

も

も

も

へ

ら

も

へ

も

へ

れ

る
、
随

つ
て
、
そ
れ

に
よ
つ
て

の
み
被
制
約
者

が
可
能

で
あ

つ
た
と

こ
ろ
の
絶
対
的
無
制
約
者

が
与

へ
ら
れ
る
。
か
く
て
、
第

一
に
先

験

的
理
念

は
、
本
来
、
無
制
約
者

に
迄
拡
張
さ
れ
た
範
疇

に
他
な
ら
な

い
」
。
(髭
O
頃
.
)

と
こ
ろ
が

此
処

で
語
ら
れ
て
ゐ
る
理
念

は
宇
宙

論

的
理
念

で
は
な
く
先
験
的
理
念

で
あ
る
。
そ
れ

で
は
此

の
両
者

は
如
何
な

る
関
係

に
あ

る
の
で
あ
ら
う
か
。
若

し
両
者
が
異
な

る
理
念

体
系
で
あ
る
と
す
れ
ば

、

「
宇
宙
論
的
理
念

の
体
系

」

の
申

に
見
出

さ
れ

る
上

の
叙
述
は
矛
盾
的

で
あ

る
と
言

は
な
け
れ
ば

な
ら
ぬ
。

先
験
的
理
念

の
体
系

に
つ
い
て
は
、
理
性

の
唄
.律

排
反

の
問
題

に
先
き
立

つ
て

(。Q
8

1
。ゆ
㊤
⑪
)
そ
の
構
想
が
示

さ
れ
る
の
で
あ
り
、
し

か
も
こ

＼
で
三
個

の
理
念
体
系

が
、
既

に
、
明
確

な
形

で
提
示
さ
れ
る
。
そ

の
構
造
は
次

の
如
き
も
の

で
あ
る
。

第

一
、

主
観

に
関

し
て
ー
思
惟
す

る
主
観

の
絶
対

的

(
無
制
約
的

)
統

一
-
合
理
的
心
理
学

第

二
、

現
象

に
於

け
る
客

観

の
多
様

に
関
し
て
・1
現
象

の
諸
制
約

の
絶
対
的
統

一
ー
合

理
的
宇
宙
論

一4一



第

三
、

あ
ら

ゆ
る
物

一
般

に
関
し
て
t
思
惟

一
般

の
あ
ら
ゆ
る
対
象

の
制

約

の
絶
対
的
統

一
i
超
越
神
学

此

の
体
系
的
区
分
は
、
明

に
、
領
域
的
区
分

で
あ
り
、
範
躊
表

に
基
く
も

の
で
は
な

い
。
此

の
区
分

に
従

つ
て
先
験
的
弁
証
論

の
思
想

が

展
開

さ
れ
る
の

で
あ
り
・
そ
れ
が
即
ち

「
純
粋
理
性

の
論
過

に
つ
い
て
」

「
純
粋
理
性

の

二
律
排
反

」

「
純
粋

理
性
げ

理
想

」
の
思
想

で
あ

る
。
随

つ
て
、
宇
宙
論
的

理
念

の
体
系

は
、
此
の
先
験
的

理
念

の
体
系

の
第

二
の
合
理
的
宇
宙
論

の
中

で
確
立
さ

れ
る

の
で
あ
る
。

か

、
る
関
係

に
於

い
て
、
字
宙
論
的
理
念

は
先
験
的
理
念

と
異

な
る
も
の

で
は
な
く
、
む
し
ろ
、
前

者
は
後
者

の
宇
宙
論
的
考
察
必

よ
る

樹
立

と
見
倣

し
得

る
で
あ
ら

う
。

「
先
験
的

理
念

の
体
系
」

に
附
加

さ
れ
る
註

に
於

い
て

「
形
而
上
学

は
そ

の
本

来

の
目
的
と
し
て

三
個
の
理
念

、
神

、
自
由
、
不
死

を

有
す

る
」
(
cQ
霧
属
・
)
と

三
個

の
理
念

の
図
式
が
明

示
さ
れ
、
こ
れ
等

は
夫

々
超
越
神
学

、
合
理
的
宇
宙
論

、
合
理
的

心
理
学

に
対
応

せ
し

め
ら

れ
る
。
然
し
、

こ
れ
等

の
理
念

の
確
立

は
先
験
的

、
弁
証
論

の
全
体

の
申

に
於

い
て
示
さ
れ
る

べ
き
で
あ
り
、
随

つ
て
、
全
体
的
構

造

の
上
か
ら
言

へ
ば

、
第

一
の
合
理
的
心
理
学

の
問
題

で
あ
る

「
論
過
」
は
不
死

の
理
念

を
与

へ
、
第

二
の
合
理
的

宇

宙

論

に
於

け

る

「
理
性

の

二
律
排
反

」
は
自
由

の
理
念
を
、
第

三
の
超
越
神
学

に
於
け
る

「
純

粋
理
性

の
理
想

」
は
神

の
理
念
を
樹
立
す
る

こ
と
が
期
待

さ
れ
る

で
あ
ら
う
。
然

し
、

カ

ン
ト
の
思
想
展
開

に
於

い
て
は
、
か
か
る
プ
ラ

ン
が

一
貫

的

に
遂
行

さ
れ
る

の
で
は
な
く
、
第

二
の
合

理

的
宇
宙
論

に
於

け
る

「
二
律
排
反

」
の
中

で
三
理
念
図
式
が
樹
立
さ

れ
る
こ
と

は
前

に
示
し
た
如
く

で
あ
る
。
そ

の
こ
と
は
、
体
系
的
観

点

よ
り
す
れ
ば

、
不
整
合
的

で
あ
る
と
言

は
ぎ

る
を
得

な

い
で
あ
ら
う
が
、
我

々
は
、
カ

ン
ト
の
意
図

は
理
念

の
論
理
的
確
立

に
あ

つ
た

の

で
は
な
く

「
我

々
は
上

に
弁
証
論

を
仮
象

の
論

理
学

と
名

付
け
た
。」

(
。⇔
嶺
切
●
)

と
言

ふ
如
く
、
純

粋
理
性

の
仮
象
性

を
明

に
す
る

こ

と
に
あ

つ
た

こ
と
を
想
起

し
な
け
れ
ば

な
ら

ぬ
。

そ
れ

で
は
、

「
論
過

」
及

び

「
純
粋
理
性

の
理
想

」
と
三
理
念

の
関
係

は
如
何

な

る
も

の
で
あ
ら
う
か
。
先

づ

「
論

過

」
は
不
死

の
理

念

を
与

へ
る
と
予
想

さ
れ
る

の
で
あ

る
が

、
合

理
的
心
理
学

に
於

け
る
中
・20
問
題

は

H
。
げ

q
。
艮

①

に
向

け
ら
れ

る
。
即
ち

「
自
我
は
思

カ

ン

ト

宗

教

哲

学

の

基

礎
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人

文

研

究

第
十
二
輯

惟

す

る
も

の

と

し

て
内
感

の
対
象

で
あ

つ

て
心

霊

訟
Φ
。
♂

と

称

さ

れ

る
」
。

と
規

定

さ

れ

、

か

か

る

心
霊

は
合

理
的

心

霊
論

と
称

き
れ

る

心

理
学

の
対

象

で
あ

る

。
此

の
心

霊

に
対

し

て
は

、
範

瞬

表

に
従

つ
て
非

物

質

性

、
不

滅

性

、
人
格

性

、
精

神

性

な

る
四

つ

の
性
質

が
附

与

さ

れ

る

の

で
あ

る
が

、

こ
れ
等

を

総
轄

し

て
、
更

に
、
不

死

目
白
犀
o
洋
鎗
罫
鋒

の
性

質

が

帰

せ
ら
れ

る

の
で
あ

る

。

こ

㌧
で

は
、

は

じ

め
よ
り

思

惟

す

る

自
我

に

つ
い
て
論

じ
ら

れ

て

ゐ

る

の

で
あ

り

、

随

つ
て
、

二
律
排

反

の
第

二
定

立

の
特

殊

な
場
合

と

見
倣

す

こ

と
が

出

来

る

で
あ

ら

う

。

こ

の

こ
と

は
、

論

過

に
於

け

る
不

死
が

道

徳

と
宗

教

と

の
礎

石

と

し

て
示

さ

れ

た
実

践

的
命

題

と
直

接

に
結
合

す

る

こ
と

を
意

味

す

る

の
で
あ

る
が

、

こ

こ

で

は
不

死

は
実

践
的

関

心

に
於

い
て

は
全

く

問
題

と

さ
れ

て

ゐ

な

い
。

次

に

「
純

粋

理

性

の
理

想

」

と
神

の
理
念

と

の
相

違

は
理

想

と

理
念

の
区

別

に
よ

つ
て
示

さ
れ

る
。

カ

ン
ト

は
理

想

を

次

の
如

く

規

定

す

る

。

「
そ

れ

に
於

い
て

、
余

は
単

に
具

体
的

一昌

8

鐸
窪

①
ゆ
o

な
理
念

で
あ

る

と

い

ふ

の

み
で

は
な

く

て

個
別

的

宣

置

自
く
凶̂
言
。

な

る
、
即

ち

個
別

的

な

理
念

に
よ

つ
て

、
専

ら
規

定

さ

る
可

き

、

或

は
全

く
規

定

さ

れ
た
事

物

を
解

す

る
」
。
(
叡
㊤
α
閑
●
)

例

へ
ば

、
徳

と

か

そ
れ

を
有

す

る
完

全

に
純

粋

な

人

聞

の
賢

と

か

は
理

念

で
あ

る
が

、

ス
ト

ァ
派

の
賢

人

は

一
つ
の
理
想

で

あ

る

。
こ

の

よ
う

な
賢

人

と

い

う

理
想

は

思

想

の
中

に
の

み
実

在

す

る

の

で
あ

る
が

、
賢

の
理
念

と
完

全

に
合
致

す

る
人

間

と
し

て
表

象

さ

れ

る

の

で
あ

る

と
考

へ
ら

れ

る

。
然

し

、

こ

こ

に
示
さ

れ

る
如

き
神

の
理
念

と
理

想

と

の
区

別

は
神

に
関

す

る
本

質
的

区

別

で
は
あ

る
ま

い
。
何

と

な

れ
ば

、

理
想

は

又

、

原
型

閑
3

8
ξ

娼
o
昌

で
あ

り

(
α
㊤
龍

・h
。
)

で
あ

り

、

「
随

つ
て

、

単

に
理
性

の
申

で
見

出

さ

れ

る
理

想

の
対

象

は
、

ま

た

、

自

己

以

上

の
も

の
を
有

し
な

い
限

り

に
於

い
て

、
根

源
存

在

者

(
①
髪

o
臥
σq
冒

霞

言
犀
)

で
あ
り

、
総

て

の
も

の
が
制

約

さ
れ

て

其

の
下

に
あ

る
限

り

、
最

高

存

在

者

(O
冒
oΩ
ロβ
琶
越
障
ヨ

)
と
称

さ
れ

る
。
」

(
8

⑦
)
と
規

定

さ

れ

る
。

こ

の
叙

述

に
於

け

る
神

の
理

想

は
宇

宙

論

的

理

念

と

し

て

の
神

と
本
質

的

に
異

な

る
も

の

で

は
な

い
。

む

し

ろ

、
宇

宙
論

的

な
神

の
理
念

は
先

験

的

理

想

の
申

に
完

全

な

る
内

容

と
具

体

的

解

釈

が

見

出

さ

れ

る
と
考

へ
ら

れ

る

で
あ
ら

う

。

更

に
こ

こ

で

は
神

の
存

在

の
証

明

と

し

て
本

体

論

的

、
宇

宙

論

的

、
物

理

神
学

的

証

明

が

論

じ

ら

れ

る

の
で
あ

る
が

、

二
律

排
反

に
於

け

る
神

の
理

念

は

こ
れ

に
先

き

立

つ
て
宇

宙

論

的

、
物

理
神

学

的

に
考

察

さ

れ
た

も

の
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と
考

へ
得

る
。

以
上

の
如
く

し
て
、
道
徳

と
宗

教
と

の
基
礎
と

し
て

の
三
理
念

の
体
系

は
宇
宙
論
的

に
形
成
さ
れ
、
し

か
も
こ

の
宇
宙
論
的
理
念

は
先

験

的
理
念

の
宇
宙
論
的
な
導
出

で
あ
る
と
言

ひ
得

る
で
あ
ら
う
。

そ
れ
で
は
此

の
三
個
の
理
念

の
選
択
及
び
秩
序

は
如
何

な
る
原

理

に
基

く
も

の
で
あ
ら
う
か
。

そ
れ
を
、

カ

ン
ト
の
次
の
叙

述
が
示
し
て
ゐ
る
。

「
自
己
自
身

(
心
霊

)

の
認
識
か
ら
世
界
認
識

へ
、
そ
し
て
世
界
認
識

を
介
し

て
根

源

存

在
者

へ
進

む
こ
と
は
極

め
て
自
然
的

な
進
行

で
あ
る
、
故

に
、

そ
の
進
行

は
前
提
か
ら
結
論

へ
の
理
性

の
論
理
的
進
行

に
類
似

し
て
ゐ

る
よ
う

に
見
え

る
」
。
(
cQ
㊤
躰
頃
.
)

と
こ
ろ
が

上

の
叙
述

の
直
ぐ
後

に
来

る
註
は
此
の
秩
序

と
矛
盾

す
る
如
く
思
は
れ
る
。
即
ち

「
形
而
上

学

は
、
そ

の
研
究

の
本
来

の
目
的

と
し
て
、
唯

三
個

の
理
念

の
み
を
有

す

る
。
神
、
自
由
及
び
不

死

で
あ

つ
て
、
第

二

の
概
念

は
第

一
の

概

念
と
結
合

し
必
然
的
帰
結

と
し
て
第

三
の
概
念

に
進

む
可

き
で
あ

る
。」
(
Qo
㊤
躰
ド
昌
b
PO
同
犀
β
昌
σq
)
と
語
ら
れ
て
ゐ
る
か
ら
で
あ
る
。

三
理

念

の
結
合
関
係

は
、
前
者

は
思
惟

の
自
然
的
進
行

と
な
さ
れ
る
の
に
対

し
て
後
者

は
思
惟

の
論

理
的

関
係

と
し
て
示

さ
れ
て
ゐ
る
。
そ
れ

と
共

に
、
前
者

に
於

い
て
は
三
理
念

は
夫

々
独
立
的
、
並
立
的

で
あ
る

の
に
対
し
、
後
者

に
於

い
て
は
さ
う

で
は
な

い
。
蓋
し
第

三

の
不

死

の
理
念

は
第

一
及

び
第

二
の
理
念

を
前
提

と
し
、
そ

れ
よ
り
導
か
れ
る
と
す

る
な
ら
ば

、
そ
の
独
立
性

は
排
棄

さ
れ
て
し
ま
う
と
考

へ

ぎ

る
を
得
な

い
か
ら

で
あ
る
。
か
か
る
こ
と
は
、
明

に
、
宇
宙
論
的
理
念

の
体
系

と
も
、
先
験
的
理
念

の
体
系

と
も
矛
盾
的

で
あ
る
と
思

は
れ
る
。
何

と
な
れ
ば

上

の
両
体
系

に
於

い
て
は
、
夫

々
の
理
念

は
相
互

に
無
関
係

に
且

つ
独
立
的

に
導
出
さ
れ
た

の

で

あ

る

か

ら

で

あ
る
。

と

こ
ろ
で
三
理
念

の
秩
序

に
関
し
て
、

カ

ン
ト
は
更

に
同

じ
註

の
申

に
次

の
如
き
説

明
を
加

へ
る
。

「
そ
れ
等

の
理
念

の
体
系
的
表
象

し

へ

た

に
於

い
て
は
上

の
秩
序

は
綜
合

的
秩
序
と

し
て
最

適
な
も

の
で
あ
る
。
然

し
な
が
ら
、
綜
合
的
秩
序

に
必
然
的

に
先
行

し
な

け
れ
ば

な
ら

ミ

ぬ

も

な

い
研
究

に
於

い
て

は
、
此

の
秩
序

を
逆

に
し
た
分
析
的

秩
序

は
次

の
目
的

に
よ
り
適
合
し
て
ゐ
る
、
即
ち
、
そ

れ
は
我
々
が

、
経
験
が

カ

ン
ト

宗

教

哲

学

の

基

礎

一7一



人

文

研

究

第
十
二
輯

も

ヒ

も

も

へ

も

我

々
に
直
接
的

に
与

へ
る
も

の
、
即
ち
心
霊
論

か
ら
世
界
論

へ
、
そ

し
て
そ

こ
か
ら
神

の
認
識

に
進
む

こ
と

に
よ

つ
て
、
我

々
の
大

い
な

る
企
図

を
完
成
せ
ん
と
す

る
目
的

で
あ
る
。
L
(
害
蜀

・)
随
つ
て
、
弁
証
論

の
思
想
進
行
、
理
念
樹
立

の
方
法

か
ら
言

へ
ば
不
死
、
自
由
、

神
な
る
配
列
的
秩
序

が
維
持

き
れ

る
の

で
な
け
れ
ば

な
ら
な

い
。
此

の

秩

序

は

宇

宙
論
的

に
導
出
さ
れ
る
三
理
念

の
そ
れ
と
同

一
で
あ

る
。
し
か
も

、
宇
宙
論
的

三
理
念

は
道
徳
及
び
宗

教

の
礎
石
と

し
て
そ

の
実

践
的
意
味
が

示
さ
れ
た

の
で
あ

つ
た
が
、
先
験
的
理
念

に
関

し
て
も
亦
道
徳
及
び
宗

教
と

の
聯
関
が
、
既

に
、
暗

示
さ
れ
て
ゐ
る
。
即
ち
、
上

の
註

の
申

で

「
神
学

、
道
徳
、
及

び
両
者

の
結
合

と
し

て
の
宗

教

」
な
る
表
現
が
そ
れ
を
示
す
。

こ
れ

に
よ
れ
ば
、
神

、
自

由
、
不

死

の
理
念

は
夫

々
神
学

、
道
徳

、
宗
教

に
対
応
す
る
と
解
さ

れ
、
随

つ
て
、
不
死

の
理
念

は
、
単

に
、
宗
教
的
領
域

に
の
み
含

ま
れ
る
か

の
如
く

で
あ

る
。
然

し
、
か
か

る
構

想
は
、
カ

ン
ト

の
宗
教

哲
学
的
思
想

の
展
開

の
申

に
は
全

く
見
出
さ
れ
な

い
。
故

に
ご

、
に
示
さ

れ
る
実

践
的
関

心
は
カ

ン
ト
の
道
徳
及
び
宗
教

の
基
礎

を
与

へ

る
も

の
で
は
な

い
と
考

へ
ぎ

る
を
得

な

い
。

か
く
て
、

三
理
念

の
体
系

は
不
死
、
自
由

、
神

の
秩
序

に
於

い
て
確
立

さ
れ
、
そ
れ
等

は
道
徳
及
び
宗
教

の
基

礎
た
る
こ
と
が
予
示

き

れ
た

の
で
あ
る
。

一8一

 

二

先
験
的
自
由
と
実
践
的
自
由

先
験
的
方
法
論

の

「
純
粋

理
性

の
カ
ノ
ン

O
碧

8

」

に
於

い
て
は
、
実

践
的
問
題
は
、
な
ほ
、

そ

の
申

心
的

テ
ー

マ
で
は
な
く
、
随

つ
て
、
宗

教
も
道
徳
も
積
極
的

に
論

じ
ら
れ
る

の
で
は
な

い
。
こ
こ

の
中

心
的

問
題

は
理
性

の
思
弁
的
使
用

と
実

践
的
使
用

の
区
別

に
置

か
れ

る
の
で
あ
る
が

、
其

の
点

に
於

い
て
、
人
間

の
認

識

の
限
界

に
関
す

る
純
粋
理
性
批
判

の
研
究

に
関

し
て
の
重
要
な
結
論

で
あ

る
と

考

へ
ら
れ

る
。
然

し
、

こ

㌧
で
は
な
ほ
実
践
理
性
批
判

に
於
け
る
如

く

「
理
論

理
性
」
と

「
実

践
理
性

」
と

の
区
別
が
確
立

さ
れ
る
の
で

は
な
く

、
理
性

の
二
つ
の
相
異

な
る
使
用
が

区
別
さ
れ
る

に
止
ま

る
。
こ

の
こ
と

は
単

に
用
語

の
差
違

に
止
ま
る

の
で
は
な
く
、
此
処

に



含

ま

れ

る
思
想

の
本
質

に
関

は

る
と
考

へ
な
け

れ

ば

な
ら

ぬ

。

即
ち

、
此

処

で
理

性

を

動

か

す

の

は

全

体

Φ
磐

N
、

統

一

團
営

ず
o
津

(
認

α
)

へ
の
要

求

で

あ
り

、
理
性

は
実

践

的
関

心

を
持

つ
こ
と

に
於

い
て
も

、
尚

、

理
性

自

身

の
絶

対

的
統

一
を
保
持

せ
ん

と
す

る
。

そ

れ

と

同

時

に
、
実

践
的

聞

題
即

ち

、

要

請

概
念

、
宗

教

的

規

定

、

道
徳

の
深

い
把

捉

、
自

由

の
よ
り

深

い
考

察

等

は
、

未

だ

、
現

は

れ

て

ゐ
な

い
。

さ

て
、

こ

㌧
で
始

め

て

三
理
念

は
明

確

な
形

式

に
於

い
て
導

入
さ

れ

る
。

「
先

験

的

使

用

に
於

け

る
理
性

の
思

弁

が

、
そ

れ

へ
帰

す

る

と

こ

ろ

の
究
極

意

図

は

三

つ
の
対

象

に
関

は

る
、

即

ち

、

意

志

の
自

由

、
霊

魂

の

不

死

、
神

の

存

在

で

あ

る
。
」

(Q。
悼
O
田
●)

こ

こ

に
示

さ

れ

る
理
念

の

秩
序

は
弁

証
論

の
そ

れ

と

は
同

一
で
は

な
く

、
又

、
綜

合
的

秩

序

と

し
て

示

さ

れ

た
神
i

自
由

ー

不

死

の
秩
序

と
も

異

つ

て

ゐ

る

。

カ

ン
ト
は

こ

の

カ

ノ

ン
の
理

念

の
秩
序

に
就

い
て

は
何
等

の
説

明

を
も

与

へ
て

ゐ

な

い

の
で
あ

る
が

、

我

々

は
そ

の
根

拠

を
実

践
的

娼
崔

犀

『
。
げ

な

る
語

の
定

義

の
申

に
求

め

る

こ
と
が

出

来

る

と
思

ふ
。

カ

ン
ト
は
先

づ
次

の
如

く

主

張

す

る

。

「
若

し
、

此

の

三

個

の
根

本

命

題

は

我

々

の
知

に
と

つ
て

は
全

く

必
要

で
は
な

い
が

、

そ

れ

に
も
拘

は
ら

ず

、

我

々

の
理

性

を
通

じ
て
切

に
我

々

に
薦

め

ら

れ

る
な

ら
ば

、

そ

れ

の
重

要
性

は

、
実

に
本

来

、

単

に
実

践
的

な
も

の

に
関

は

ら

な
け

れ
ば

な

ら

ぬ
で
あ

ら

う

。
」

(Q。
田

.国
)

と

こ
ろ

で

そ
れ

で
は
実

践
的

と

は
如
何

な

る

こ
と

を
意
味

す

る

か

。

カ

ン
ト
は
続

け

て
次

の
如
く
規

定

す

る
。

「
自

由

に
よ

つ
て
可

能

で
あ

る
と

こ

ろ

の
総

て

の
も

の
は
実

践

的

で
あ

る
。
」

随

つ
て
、

実

践
的

命

題

は
自

由

に
基

礎

を
置

く

の

で
あ

り

、

理
念

は
実

践
的

で
あ

る
限

り
自

由

の
理
念

が

そ

の
前

提

と
な

ら
な

け

れ
ば

な

ら
な

い
。

こ
こ

に

カ

ノ

ン
の
理
念

秩

序

に
於

い
て

、

自

由

が
他

の
理
念

の
前

に
置

か

れ

る
理

由

が
存

す

る

と
考

へ
ら

れ

る

。

か

く

て

、

カ

ノ

ン
の
理
念

秩
序

自

由

、
不

死

、
神

の

形

式

に

於

い

て

は
、
実

践
的

関

心

に
伴

つ
て
自

由

が

他

の
理

念

に
対

し

て
優

位

を
占

め
る

こ
と
が

示

さ

れ

る
。

こ

の

こ

と
は
又

、

自
由

は
不

死

及

び
神

の
理

念

の
基
礎

と

な

る

こ

と
を

意
味

す

る

の
で
あ

り

、

そ

れ

に

よ

つ

て
、

弁

証
論

の
理
念

体

系

に
於

け

る

相

互

の
同

等

的

独

立

性

は
完

全

に
放
棄

さ

れ

る
と

考

へ
ぎ

る

を
得

な

い
。
周

知

の
如

く

、

ヵ

ン

ト

カ

ン

ト

宗

教

哲

学

の

基

礎
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人

文

研

究

第
十
二
輯

の
実
践
哲
学

は

一
貫

し
て
自
由

の
理
念
を
そ

の
原
理

と
す

る
。
随

つ
て
、
こ
の
カ

ノ
ン
に
示
さ
れ

る
理
念

秩
序

は
実

践
哲
学

の
根
本
的
構

造

を
与

へ
る

と
考

へ
ら
れ
る
。
我
々
は
実

践
理
性
批
判

の
中

に
再
び
自
由
-
不
死
-

神

の
理
念
体
系

を
見
出
す

の
で
あ

る
が

、

こ

、
で
は

自
由

と
不

死
及

び
神

の
二

つ
は
明
確

に
区
別

さ
れ
る
。
即
ち
自
由

は
理
念

で
あ

る
が
、
他

の

二

つ
は

要

請

と
し
て
樹
立

さ
れ
る

の
で
あ

る
。

こ

の
こ
と

は

カ
ノ
ン
の
理
念
体
系

が
実

践
理
性
批
判

に
於

い
て
は
、
よ
り
深

い
道
徳
的
観
点

よ
り
把

へ
ら
れ

る
こ
と
を
示
す

で
あ

ら

レ
り

o渚

て
、
弁
証
論

に
於
け
る
宇
宙
論
的
理
念
体
系

の
第

三
の
も

の
は
自
由

の
理
念

を
与

へ
る
も

の
で
あ

つ
た
が
、
こ
の
自
由

の
理
念

は
実

践
的
関

心
に
於

い
て
は
そ

の
宇
宙
論
的
性
格

を
喪
失
す
る

こ
と
は
既

に
示
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

こ

＼
に
先
験
的
自
由

と
実

践
的
自
由
と

の
区
別
が
生
ず

る

の
で
あ
る
が

、
両
者

の
関
係

は
、
既

に
、
弁
証
論

の
申

に
示
き
れ

て
ゐ
る
。
弁
証
論

に
於

い
て
は
、

カ

ン
ト
は
自
然

の

も

も

も

因
果
性

と
区
別

し

て
自
由

の
因
果
性

を
挙
げ

、
其

に
関

し
て
は
次

の
如
く
言

ふ
。

「
余

は
宇
宙
論
的
悟

性
の
下

に
於
け

る
自
由
を
自
己
か

もら

一
つ
の
状
態

を
始

め
る
能
力

で
あ
る
と
解
す

る
、
随

つ
て
、
そ

の
因
果
性

は
、
自
然
法
則

に
よ

つ
て
、
因
果
性
が
時
間

上
規
定
す

る
如

き
他

の
原
因

の
下

に
あ
る

の
で
は
な

い
。
」
(
α
〇
一
)
此

の
意
味

に
於

け
る
自
由
は
即
ち
先
験
的
理
念

と
し
て
の

自

由

で
あ

る
が
、
其

は
更

に
、
第

一
に
経
験
的

な
も

の
を
含
ま
ず

、
第

二
に
其

の
対
象

は
経
験

の
申

に
は
与

へ
ら
れ
な

い
の
で
あ

る
と
な

さ
れ
る
。

随

つ
て
、
先
験

的
自

由
は
、
消
極
的

に
は
凡

ゆ
る
自
然

的
、
経
験
的
制

約
か
ら
独
立

な
能
力

で
あ
り
、
積
極
的

に
は
事
象
系
列

の
無
原
因
的
始

源
或

は
自

　

己

因
的
能

力
と
考

へ
る
こ
と
が
出
来

る
で
あ
ら
う
。

か

、
る
先
験
的
自
由
は
叉
無
制
約
的
原
因

で
あ
る
が

、
若

し
無
制
約
的
原

因
が

一
般

に
可
能

で
あ

る
と
す
る
な
ら
ば
、

そ
れ
は
時
間
系

列

の
中

に
見
出
さ

れ
る

こ
と
は
出
来

な

い
。

し
か
も
原
因

と
し
て
は
た
ら
き
、
そ

の
結
果

は
時
間
系
列

、
即
ち
合

法
則
的
自
然

因
果
的
な

感
性
界

の
申

に
現
は
れ
な
け

れ
ば
な
ら
な

い
。
こ

の
こ
と
が
如
何

に
し
て
可
能

で
あ
る
か
が

、
カ

ン
ト

の
自
由

に
関
す

る
最
も
困
難
な
問

題

を
提
起
す
る

こ
と
は
周

知

の
こ
と

に
属
す

る
。
此

の
問
題

は
根
本
的

に
は
自
然

必
然
性

と
自
由

の
因
果
性

の
結
合

の
可
能
、
或
は
自
然

一10-一 ・一・・



と
自

由

の
結
合

の
可

能

に
関

は

る
。

カ

ン
ト

は
此

の
問

題

の
解

決

に
対

し

て
、

経

験

的

性
格

及

び

叡

知

的

性
格

を
区
別

し

、

こ

～
に
物

自

体

の
概

念

を
援
用

す

る

の

で
あ

る

が
、

然

し
、
物

自

体

に
先

験

的

自

由

の
能

力

を
帰

す

る

こ
と

は
批

判

的

観
念

論

の
前

提

の
下

で
は
決

定

的

な
困

難

を
含

む

と

い
は

な

け

れ
ば

な

ら

な

い
。

そ

の

こ
と
を

ク

ー

ノ
ー

。
フ
ィ
シ
ャ
ー
も

次

の
如

く

指

摘

し

て

ゐ
る

。

「
然

し
、
批

判

的

見
地

よ

り

し

て
、

現

象

一
般

の
原

因

が
物

自
体

と
思

惟

さ

れ

る

こ
と
が

如

何

に

し

て

可

能

で

あ

る

か

が
問

は

れ
な

け

れ

ば

な
ら

ぬ
。
」

(
自
昌
昌
O

】周一石Ω
O
げ
Φ
胃
"
(甲
①
遊自
O
げ
陣O
げ
げ
O

自
O
目

謬
①
弼
O
β

]m》ぽ
一一〇
召Ω
同
く

団
【鉾
唄　げ
H
…
の
・
叡
恥
μ
)

と

こ

ろ

で
、
物

自

体

に
先
験

的

自

由

を
帰

す

る
と

い

ふ
こ
と

は

、
自

由

の
問

題

は
理
論

理
性

の
立

場

で

は
解
決

し
得

な

い
こ
と

を

示
す

の
で

あ
り

、
問

題

は
必
然

的

に
実

践
的

領

域

に
移
行

す

る

。

実

践
的

自

由

は

「
実

践
的
悟

性

に
於

い
て

の
自

由

は

感
性

の
刺

戟

に
よ

る
強

制

か

ら

の
自

由

意

志

詔

日

好
貯

の

独

立

性

で
あ

る

。
」

(
α
ゆ
ゆ
剴
.
)

と
規

定

さ

れ

る
。

自
然

法

則

は

「
然

か

く
生

起

し
な

け

れ
ば

な

ら

ぬ
。
」

と
言

ふ
の

に
対

し
、
自

由

法
則

は

「
然

か

く

生
起

す

可

き

で
あ

る
。」

と

主
張

す

る

。

当
為

は
意

志

を

そ

の
主
体

と
す

る
行

為

の
必
然

性

を
表

現

す

る

の
で
あ

り

、

そ

れ

は
総

て

の
道
徳

的
行

為

に
妥

当

す

る
。

道

徳
的

行

為

の
原

因

は
純
粋

理
性

の
法

則

で
あ

り
、

か

＼
る
も

の
と

し

て
そ

れ

は
即

ち

叡

知

的

原

因

で
あ

る
。

随

つ

て
、

道

徳
的
行

為

は

理
性

が

因
果

性

を
有

す

る

こ
と

に
よ

つ
て

の
み
可

能

で
あ

る

と
考

へ
ら

れ

る
。

か
く

て
、

先
験

的

自

由

は

現
象

一
般

に
関

は

る
超

越
的

基

体

の
自

由
性

で
あ

る

と
す

る
な

ら
ば

、
実

践

的

自
由

は
人

間

の
行

為

に
関

は

る
内

在

的

理

性

の
自

由

性

で
あ

る
と

言

ひ
得

る

で
あ

ら

う

。

-

そ

れ

で

は
、

此

の

両
者

は
如
何

な

る
園

係

に
あ

る
の

で
あ

ら

う

か
。

そ

れ

に

つ

い
て

は

カ

ン
ト
は

「
自

由

の
実

践
的

概

念

は

此

の
自

由

の
先
験

的

理
念

に
基

く

。
」

(
α
露

田
●)

と
言

ひ
、
続

い
て

「
諸

現
象

が

自

由

意
志

ぞ

讐

犀
母

を
規

定

す

る
限

り
、

諸

現

象

は
凡

ゆ

る
行

為

を

、

そ

の
諸

現
象

の
自
然

的
結

果

と
し

て
、

必
然

的

た
ら

し

め

る
で

あ
ら

う

か

ら

、

随

つ
て
、

先
験

的

自

由

の
排

棄

は

、
同

時

に
、

凡

ゆ

る
実

践
的

自

由

を
否

定

す

る

こ

と

に
な

る

で
あ
ら

う

。」

(
α
⇔
爬
剴
・)

と
語

る

。

故

に
、
実

践

的

自

由

は
先

験

的
自

由

の
前

提

の
下

に
於

カ

ン

ト

宗

教

哲

学

の

基

礎
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人

文

研

究

第
十
二
輯

い
て
の
み
可
能

で
あ
り
、
前
者

の
放
棄

は
後
者

の
否
定

を
意
味

す
る

こ
と

に
な

る
の
で
あ
る
。

ヵ

ン
ト

の
自
由
の
理
念

は
、

コ
ー

ヘ
ン
が

「
カ

ン
ト

は

自

由

を
ば

世

界

理

念

を

Φ
崔

山
幽

と
な

し
た
。
」

(
国
●
O
o
冨

蕊

尉
導

宏

蜀
⑩
σq
急
5
9
g
嵩
σq
盛
霞

国
さ
涛

u・
・㊤
㊤
)
と
言

ふ
如
く

、

本
来
的

に
は
宇
宙
論
的

理
念

で
あ
り
、
随

つ
て
そ
れ
は
ま
た
先
験
的

自
由
を
意
味

す

る

の
で
あ

る
。
し
か
し
人
間

の
行
為
も
亦

、
現
象

に
属
す
と
考

へ
ら
れ
る
限

り
、
実

践
的
自
由

は
先
験
的
自
由
と
本
質
的

に
異
な

る
も

の
で
は
な

い
。
蓋
し
、
先
験
的
自
由

は
世
界
生
起
全
体

に
関
す
る

の
で
あ
る
が
、
実

践
的
自

田
は
、
か

＼
る
世

界
生
起

の
申

の
特

殊
領
域

を
形
成
す

る
行
為

の
世
界

に
関

は
る
と
考

へ
ら

れ
る
か
ら

で
あ
る
。
両
者

の
関
係

は
普

遍
と
特

殊
の
関
係
で
あ
り
、
随

つ
て
前
者

は
後
者

を
包
摂
す

る
も

の
と
も
見
倣

し
得

る
で
あ
ら
う
。
か

＼
る
両
者

の
構
造
関
係

に
於

い
て
、
実

践

的

自

由

は

先

験
的
自
由
を
前
提

と
し
、

又

、
前
者

は
後
者

に
基

礎
を
置
く

と
言

ひ
得

る
の
で
あ
る
。

こ
の
関

係
は
行
為
が
現
象

一
般

の
中

に
含
ま
れ

る
と

い
ふ
こ
と
、
或

は
、
行

為

は
現
象

と
見
倣
し
得

る
こ
と
を
前
提
と
す
る

の
で
あ

る
が
、

こ
の
こ
と
は
次

の
叙

述

の
中

に
明
白

に
示
さ
れ
て

ゐ
る
。

「
現
象

と
し
て

の
行
為
は
其

自
体
、
其

の
行
為

が

一
つ
の
事
象
を
惹
起

す
る
限
り
、
そ

の
中

に
原
因
が
見
出

さ
れ
る
と
こ
ろ
の
他

の
状
態

を
前

提
す
る
事

象
或
は
出
来
事

で
あ

る
、
そ

こ
で
生
起
す
る
総
て
は
単

に
系
列

の
継
続

で
あ
り
、
そ

の
系
列

の
中

で
は
自
ら
生

ず

る
始

源

は
可

能

で
な

い
。
か
く
て
時
間
生
起

に
於
け

る
自
然
原

因

の
凡

ゆ
る
行
為
は
、
再

び
、
結
果
で
あ
り
、
そ
れ
は
其

の
原
因

を
、
同
様

に
、
時
間
系
列

の

ヘ

へ

も

申

に
前
提
す

る
。
そ

れ

に
よ

つ
て
、
以
前

に
存

し
な

か

つ
た
あ
る
も

の
を
生
ず
る
根
源
的

な
行
為
は
諸
現
象

の
因
果
結
合
か
ら

は
望

み
得

な

い
。」

(
α
刈
同
ー
駅
刈
博
切
.)
か
く
て
、
弁
証
論

に
於

け
る
自
由

の
問
題

に
関
す

る
カ

ン
ト

の
根
本
態
度

は
先
験
的
自
由
と
実

践
的

自

由

と

を
そ

の
同

一
性

に
於

い
て
把
捉
す

る
と

い
ふ
こ
と
で
あ

る
。
両
者

の
相
違

は
単

に
妥

当
領
域

の
相
違

で
あ
り
、
本

質

的

な

相

違

で
は
な

い
。
随

つ
て
、
実
践
的
自
由

は
人
間

の
行
為

に
関

は
る
先
験
的
自
由

と
言

つ
て
も

い

い
で
あ
ら
う
。

さ
て
、
我

々
は
再
び

カ

ノ
ン
の
思
想

に
戻

ら
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
先

づ
、
カ

ノ
ン
に
於
け

る
実

践
的
自
由

の
導
入

に
当

つ
て
は
、
次

の
こ
と
が
前

提
さ
れ

る
。
即
ち

「
諸
現
象

の
説
明
原
理

と
し
て
経
験
的

に
前
提
さ
れ
る
こ
と
は
出
来
ず

、
理
性

に
と

つ
て
、

そ
れ
自
体
、
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問
題

男
琴

げ
一〇
冒

で
あ

る
と
こ
ろ
の
先
験
的
意
味

に
於

け
る
自
由
概
念

を
、

こ
＼
で
は
先

に
処
理

さ
れ
た

も

の

と

し

て
除

外

す

る
。
」

(
Q。
謬

冨
●
)
と
言

ふ
の
で
あ
る
。

然

し
、

こ

＼
で
言

は
れ
る
先
験
的
自
由

の
除
外

は
、
実

践
的
自
由

の
前
提
と
し
て
既

に
先
験
的

自
由
が

解
決

さ
れ
た

こ
と
を
意
味
す

る
の
で
は
な

い
。

そ

の
こ
と
は
次

の
叙

述

の
中

に
示
さ
れ
る
。
「
か
く

て
、

我
々
は
実

践
的
自

由
を
、
経

験

を
通

じ
て
、
自
然
原

因
か
ら

の
自
由
と
し
て
、
即
ち
意
志

の
規
定

に
於

け
る
理
性

の
因
果
性

と
し

て
認
識
す

る
、
そ
れ

に
対

し
て
先
験

的

自
由

は
、
此

の
理
性
自
体

の

(
諸
現
象

の
系
列

を
創
め
る
べ
き
理
性

の
因
果
性

に
関

し
て
)
感
官
世
界

と
、
そ

の
限

り
自
然

法
則

に
、
随

つ
て
総

て

の
可
能
的
経
験

に
反

し
て
見

え
る
と

い
ふ
こ
と
、
か
く

て

一
つ
の
問
題

に
止

ま
る
と

い

ふ
こ

と

を

認

識

す

る
。
」
(
Q。
QQ
昌
国
・
)

此
処

に
示
さ
れ

る
実
践
的
自
由

の
理
念

は
先
験
的

自
由

の
理
念

を
前

提
し
、
若

し

く

は
其

に
基

礎

を
も

つ
如
き
も

の
で
は
な

い
。
む
し

ろ
、
両
者

は
明
白

に
区
別

さ
れ

る

の
み
で
は
な
く

、
相
互
に
無
関

係

で
あ
る
こ
と
が
主
張

さ
れ

て
ゐ
る
と
考

へ
ら

れ
る
。
随

つ
て

、
弁
証

論

に
於
け

る
先
験
的
自
由

と
実

践
的

自
由

と

の
本
質
的
同

一
性

は

こ
＼
で
は
完
全

に
放
棄

さ
れ

る
こ
と
に
な

る
で
あ
ら
う
。
そ
れ

で
は
、

か

㌧
る
思
想

の
推
移

は
何

を
意
味
す

る
で
あ
ら
う
か
。

先
験
的
自
由

は
世
界
内

の
事
象

一
般
、

即
ち
人
間

の
行
為

を
も
含

む
諸
現
象

に
関

は
る
。
こ
の
場
合
、
行
為

と
そ

の
他

の
現
象

一
般

と

の
間

に
は
、
何
等

、
本
質
的

な
区
別

は
な

い
。
随

つ
て
行
為

に
関
は

る
実
践
的
自
由
は

つ
ま
り

一
般
的

な
先
験
的
自
由

の
実
践

的
実

現

に

他

な
ら
な

い
。
故

に
、
弁
証
論

に
於
け

る
両
者

の
本
質
的
同

一
性
は
現
象

と
行
為

と
の
本
質
的
同

一
性

の
前

提

に
基
く

の
で
あ

つ
た
。
然

る
に
、

カ

ノ
ン
の
思
想

に
於

い
て
は
行
為

と
現
象

と
が
区
別

き
れ

る

こ
と
に
よ

つ
て
、
現
象

に
関

は
る
先
験
的
自
由
は
行
為

に
は
無
関
係

に
な
り
、
そ

の
結

果
、
そ
れ
は
又
行
為

に
関

は
る
実
践

的
自
由

に
も
無
関
係
と
な
ら
ぎ

る
を
得

な

い
。
人
間

の
行
為

は
自
然
原

因

に
基
く

と
こ
ろ
の
他

の
自
然
事
象

か
ら
区
別

さ
れ
、
自
由

に
よ

つ
て

(
理
性

の
因
果
性

に
よ

つ
て
)
生
起
す

る
も

の
と
し
て
世
界

の
諸

現
象

と
全

く
相
対
立
す

る

の
で
あ

る
。

と
こ
ろ

で
、
上

の
如
き
現
象

と
行
為

の
区
別

は
何

を
意
味
す
る
か
と

い

へ
ば

、
そ
れ
は
理
論
的
関

心
よ
り
実
践
的
関
心

へ
の
移
行
を
意

カ

ン
ト

宗

教

哲

学

の

基

礎
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人

文

研

究

第
十

二
輯

味

す

る

と
考

へ
ら

れ

る

で
あ

ら

う

。

カ

ノ

ン
の
実

践

的

自

由

の
導

入

の
前

提

と

な

る
先

験

的

自

由

の
除

外

と

い

ふ
こ

と
は

、
先

験

的

自

由

の
理
念

が

理
論

理
性

の
立

場

に
於

い
て
解

決

さ

れ

た

こ
と

を

意
味

す

る

の

で

は
な

い
。

そ

れ
が

問

題

男
H
o
乞

①
饗

に
止

ま

る

と

い
ふ

こ
と

は
、

理
論

理
性

の
限

界

を
示

し
、

そ

の
解

決

が

断

念

さ
れ

る
こ
と

を

意

味

す

る

で

あ
ら

う

。

か
く

て
自

由

の
問

題

は

、
全

く

、
別

箇

の
立

場

よ

り
人

間

の
行

為

に
関

す

る
実

践

的

自

由

の
理
念

と

し
て

提

出

さ
れ

る

の
で

あ

る
。

か

＼
る
思

想

の
進

行

に
於

い
て

、
今

や
、

自

由

の

理
念

は
完

全

に
宇
宙

論

的
性

格

を
失

ひ
、

そ

れ

と
共

に
、
実

践

的

自

由

は
先

験
的

自

由

と
全

く

乖
離

す

る

に
至

る

の

で
あ

る

。

さ

て
、

先
験

的

自

由

は
、

な

ほ

、

一
つ
の
聞

題

で
あ

る
が

、

「
然

し

、
実

践

的

使
用

に
於

け

る
理
性

に
と

つ
て

は
此

の
問
題

は
存

し
な

い
。
」

(Q◎
曽

冨
●
)

と

い
は
れ

る

。
蓋

し

「
実

践

的

自

由

は
経
験

に
よ

つ
て
証

明

さ

れ
得

る
。
」

(◎。
8

閑

・
)
と

言

は

れ

る
如

く

、
其

の
可

能

の
根

拠

は
経
験

の
申

に
与

へ
ら

れ

て

ゐ

る
か
ら

で
あ

る
。

随

つ
て

、
純

粋

理
性

の
実

践

的

関

心

に
関

し

て

は

、

二

つ
の
問

ひ

の
み
が

提

出

さ

れ

る
。

即
ち

「
神

は
存

在

す

る

か

、
未

来
生

は
存

す

る
か

。
」

(
ま
峯

●)
が

そ

れ

で
あ

る

。
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三

最

高

善

の

理

想

カ

ノ
ン
の
第

二
節

の
冒
頭

に
、
理
性

の
総

て

の
関

心
と
し
て
、
次

の
三
個

の
問

ひ
が
提
出

さ
れ

る
。

一

余
は
何
を
知
り
得

る
か
、

二

余
は
何

を
な
す

べ
き
か
、

三

余
は
何
を
望
ん

で
い

＼
か
、

カ

ン
ト
の
説
明

に
よ
れ
ば

、
第

一
の
問

ひ
は
単

に
思
弁
的

で
あ

つ
て
、
其

に
対
す

る
凡
ゆ

る
可
能
的
な
答

は
既

に
尽
く
さ
れ
た

と
言

ふ
。

蓋

し
、
こ
れ
に
対
す
る
解
答

は
先
験
的
弁
証
論

の
研
究
が
与

へ
た
も

の
と
解

さ
れ
る
か
ら

で
あ
る
。
第

二
の
問

は
単

に
実
践
的

で
あ

る
。

其
自
体
と

し
て
純
粋
理
性

に
属
す

る
が
、
し
か
し
、
先
験
的

で
は
な
く

て
道
徳
的

で
あ
り
、
随

つ
て
理
性
批
判

自
体

に
関

は
る

の
で
は
な



い
と

な

き

れ

る

。
第

三

の
問

は
第

二
を
前

提

と
す

る
も

の
で
あ

り

「
若

し

、
今

や
、
余

が

な
す
可

き

で
あ

る

こ
と

を
な

す

な
ら

ば

、

そ

れ

か

ら

余

は
何

を
望

ん

で

い

㌧
か

。」
と

い

ふ
形

で
表

現

さ

れ

る
。

而

し

て

、

此

の
第

三
の
問

は
実

践

的

で
あ
り

且

つ

理

論

的

で
あ

る
と

言

ふ

。と

こ
ろ
で

「
凡
ゆ

る
希
求

悶
o
凍
①
昌

は
幸
福

に
関

は
る
。
」

(Q。
器

]W
.
)

と
言
は
れ
る

の
で
あ

る
が
、
此

の
幸
福

に
関
す

る
実
践

的
法

則

に

つ
い
て
は
実
用
的
法
則

と
道
徳
的
法
則

の

二
つ
が
区
別

さ
れ

る
。
前
者

は
幸
福

の
動
機

に
基
く
実
践
的
法
則

で
あ

つ
て
、
幸
福

た

る

た

め

に
は
何

を
な
す

べ
き
か
を
教

へ
る
怜
倒

の
法
則

國
ぎ
σq
ず
巴
$
話
σQ
巴

で
あ
る
。
後
者

は
幸
福
た

る
に
値
す

る
と

い
ふ
こ
と

の
み
を
動

機

と
す

る
も

の
で
あ
り

、
随

つ
て
、
単

に
幸
福

に
値

せ
ん
が
為

に
は
如
何

に
行
為
す
可

き
か
を
命
ず

る
。
前
者

は
経
験
的
原

理
に
基
く

の

で
あ

る
が
、
後
者

は
純
粋
理
性

の
理
念

に
の
み
基

き
先
天
的

に
認
識
さ
れ
得

る
。
か
く

て
、
純
粋
理
性

の
第

二
の
問

に
対
す

る
答

は

「
汝

が
幸
福
た
る

に
値
す

る
よ
う

に
行
為

せ
よ
。
」

(Q◎
鵯

国
●
)
と

い
ふ
命
題

に
よ

つ
て
与

へ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
随

つ
て
、
第

三
の
問

は

「
若

し
、
今

や
、
自
己
が
幸
福

に
値

せ
ざ

る
こ
と
な
き
よ

う

に
行
動
す

る
な
ら
ば
、
そ

の
上
、
そ

の
こ
と
に
よ

つ
て
幸
福

に
与
り
得

る
こ
と

を

望

ん

で
い
＼
か
。
」

(ぎ
峯

)
と

い
ふ
形

で
表

現
さ
れ

る

こ
と
に
な
る
。
而

し
て
、
そ
れ

に
対
す

る
答
は
、
先
天
的
な
法
則
を
与

へ
る
純

粋

理
性

の
原

理
が
必
然
的

に
此

の
希
求

と
結
合

し
得

る
か
否

か
に
か

＼
は
る
の
で
あ
る
。
と

こ
ろ
で
上

の
問

に
対
す
る
答
は
次

の
如
く

で
あ

る
。

「
余
は
そ
れ

に
対

し
て
次

の
如
く
言

ふ
、
各

人
が
彼

の
行
為

に
於

い
て
幸
福

に
値
す

る
如

く
行
動
し
た

と
同
程
度

に
幸
福

を
希
求

し

な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と

い
ふ
こ
と
、
か
く
て
、
純
粋

理
性

の
理
念

の
中

に
於

い
て
9
の
み
あ

る
が
、
道
徳

の
体
系

と
幸
福

の
体
系

と
は
不

可

分
離
的

に
結
合

し
て
ゐ
る
こ
と
。」

(Q。
q⇔
♂
国
.)
こ
の
幸
福
概
念

は
実
践

理
性
批

判

の
弁

証

論

に
於

け
る
そ
れ
と
極

め
て
類
似

し
て

ゐ

る

の
で
あ

る
が

、
然

し
、
其

の
概
念

の
導
入

に
関
し
て
は
著

し
い
相
違
が

あ
る
こ
と
は
注
意
さ

れ
な
け
れ
ば

な
ら
な

い
。
先

づ
カ

ノ

ン
に

於

け

る
第

二
の
問

は
ヵ

ン
ト

の
実
践
理
性
批
判

の
思
想

に
よ
る
な
ら
ぼ
、
当
然

、
直
接
的

に
道
徳
律

に
よ

つ
て
答

へ
ら
れ
る
可

き

で
あ
る

と
予
期

さ
れ

る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
反

し
て

「
幸
福

た
る

に
値
す

る
如
く
行
為

せ
よ
。
」
と
答

へ
ら
れ

る
。

し
か
も

一
方

で
は
、
先

に
示

カ

ン
ト

宗

教

哲

学

の

基

礎
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二
輯

し
た
如
く

、
道
徳
的
法
則
と
は
幸
福

た
る

に
値
す

る
こ
と
の

み
を
そ

の
動
機
と
な
す
も

の
で
あ
る
と
規
定
さ

れ
る
。
同
様

な
表
現

は
、
ま

た
実
践
理
性
批
判

の
中

に
も
見
出

さ
れ
る
。
即
ち
、

「
道
徳
も
亦

、
本
来
、
如
何

に
し
て
我

々
が
我
々

を
幸
福

に
な
す

べ
き

か
の
教

で
は

ぬ

も

め

な

く

て

、
如

何

に
し
て

我
等

が

幸
福

に
値

す

る

よ
う

に
な
ら

ね
ば

な

ら

ぬ
か

と

の
教

で
あ

る
。
」

(
国
.
山
ら

●く
レ
8

)
然

し
、

此

の
両
者

を

直

ち

に
同

一
視

す

る
こ

と

は
出

来

な

い
。
何

と

な

れ
ば

、

ヵ

ノ

ン
に
於

い
て

は
道

徳

法

則

は

葺
o
旨

ヨ

。
プ

で
あ
り

盗

霞
。
鐸
σq
$
①
欝

で

あ

り

、

そ

れ

は
本

来
、

幸

福

と

の
結

合

に
於

い
て
把

へ
ら

れ

て

ゐ

る
。
其

に
対

し

て
、
実

践

理
性

批
判

に
於

い
て

も

亦

、

道

徳

法

則

は

冒
窪

巴
謎
o
犀
o

O
$
害
㌍

融
護
酔①
昌
σq
霧
9
N

で

あ

る
が

、
そ

れ
は
幸

福

の
原

理

の
徹

底

的

な
排

除

に
よ

つ
て
確

立

さ

れ
る

の
で
あ

る
。
幸

福

概

念

は

、

か

㌧
る
道
徳

法

則

の
確

立

の
後

に
導

入

さ

れ
る

の
で

あ

り

、

随

つ

て
前

に
引

用

せ

る
表

現

に
於

い
て
も

道

徳

法

則

で

は

な
く

も

も

道
徳
が
如

何

に
し
て
幸
福

に
値
す
可

き
か
の
教

で
あ

る
と
な
さ
れ

る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、

カ

ノ
ン
に
於

い
て
は
幸
福

に
値
す
る

こ
と

の

み
を
動
機

と
な
す
と

こ
ろ
の
実
践
的
法
則

が
即
ち

道
徳
法
則

で
あ

る
と
言

は
れ
る

の
で
あ
る
。
道
徳

と
幸
福

の
問
題

に
つ
い
て
は
、
な

ほ
詳
細

に
、
考
察
し
な

け
れ
ば
な
ら

な

い
の
で
あ
る
が
、
幸
福

に
関
す
る
カ

ノ
ン
の
思
想

と
実
践

理
性
批
判

の
思
想
と
は
類
似

の
表
現
形

式

を
も

つ
に
も
拘
ら
ず
同

一
で
は
な

い
と
言

ひ
得

る
で
あ
ら
う
。
更

に
、
カ

ノ
ン
に
於

け

る
幸
福
概
念

の
導

入
は
希
求

寓
o
謀
①
昌

を
介

し
て
な

さ
れ
る
の
で
あ
り
、
随

つ
て
、
幸
福
概
念

は
第

三
問

「
余

は
何

を
望

ん
で

い
、
か
。
」
に
の
み
関
は
る

べ
き
で
あ

る
。
し
か
も

、
第

三
の
問

は
第

二
を
前
提
と
な
す
と

い
ふ
に
も
拘
は
ら
ず
、
第

三

の
問

に

「
余

は
何

を

望

ん

で

い
～
か
。
」
に
の

み
関

は
る

べ
き

で
あ
る
。

し
か
も

、
第

三
の
問
は
第

二
を
前
提

と
な
す

と

い
ふ
に
も
拘

は
ら
ず

、
第

三
の
問

に
関

は
る
幸
福
概
念

を
第

二
の
答

に
導
入

し
、
そ

の
上

に
第

三

の
問

に
対
す
る
解
答

が
与

へ
ら
れ
る
。
随

つ
て
、
我
々
は
第

二
及

び
第

三
の
問

の
定
立

と
そ
れ
に
対
す
る
答

と

の
聞

に

一
つ
の
論

理
的
矛
盾

を
認

め
ぎ

る
を
得

な

い
で
あ
ら
う
。

そ
れ

で
は
、
カ

ノ
ン
の
思
想
と
実
践
理
性
批
判

の
思
想
と

の
相
違
及

び
上

の
矛
盾

は
何
を

意
味
す

る
で
あ
ら
う
か
。

そ

れ
を
我

々
は
次

の
点

に
見
出

し
得

る
と
思

ふ
。
即
ち

、
カ

ノ
ン
に
於

い
て
は
、
未
だ
、
実
践
理
性
批
判

に
見
出

さ
れ

る
如
き
深

い
道

一16一



●

徳
法
則

の
把
捉

が
存

し
な

い
と

い
ふ
こ
と
で
あ
る
。

こ
こ
で
は
む
し
ろ
道
徳
法
則

は
幸
福

に
値

す
る

こ
と

～
し
て
、
道
徳
と
幸
福

と
は
直

接

的
結
合

に
於

い
て
把

へ
ら

れ
て
ゐ
る
の
で
あ
り
、
随

つ
て
、
そ
こ
に
は
幸
福
主
義
的
傾
向
が
見

ら
れ
る
か

の
如

く
思
は
れ
る
。
第

二
、

第

三
が
全
く
幸
福
概
念

を
媒
介

と
し
て
答

へ
ら
れ
る
こ
と
も
そ
れ
を
示
す

で
あ
ら
う
。
そ

の
こ
と
は
、
他
方

に
於

い
て
、

道
徳
法
則

が
そ

の
深

い
純
粋
性

に
於

い
て
確
立

さ
れ
て

ゐ
な

い
こ
と

～
相
即
す
る
。
そ

れ
は
次

の
如
き
表

現

の
申

に
も
看
取
さ
れ

る
で
あ
ら
う
。

「
随
つ

て
亦

、
各
人

は
道
徳
法
則

を
命
令

と

み
な
す
、
然

し
な
が
ら
、
道
徳
法
則

は
、
若
し
そ
れ

に
適
合

せ
る
結

果
を
そ

の
規
則

に
結
合

せ
ず
、

随

つ
て
、
約
束

と
威

嚇
と
を
伴

は
な
け
れ
ば
命
令

た
り
得

な

い
で
あ
ら
う
。
」

(◎Q
昭

～
Q◎
』b
国
)
約
束

と
威

嚇
1
か

㌧
る
も

の
は
道
徳
法
則

の
純
粋
性
、

カ

ン
ト
に
よ

つ
て
強
調
さ

れ
る
人
間

の
道
徳
的
素
質

と

は
相
距
る
こ
と
遠

い
も

の

で
あ

る
と
言
は
な
け
れ
ば

な
ら

ぬ
。

か
く

て
、

ヵ

ノ
ン
に
於

け
る
道
徳
的
法
則

は
未

だ
深
化

さ
れ
、
純
化

き
れ
ず

、

こ

㌧
で
は
幸
福

と
道
徳
と
の
直
接
的
結
合
が
可
能

と
考

へ
ら
れ
る
の
で
あ
り
、
随

つ
て
、
実
践
理
性
批
判

に
於

い
て
取
り
扱

は
れ
る
如
き
道
徳
と
幸
福

の
二
律
排
反

は
存
在
し
な

い
の
で
あ

る
。

そ
れ
で
は
、
か

＼
る
道
徳

と
幸
福

の
結
合

は
如
何

に
し

て
実

現

さ
れ
る
で
あ
ら
う
か

。

実
践

理
性
批
判

に
於

い
て
は
徳
と
幸
福

と
の

一
致

は
神

の
要
請
を
通
じ
て
、
間

接
的

に
、
可
能

な

の
で
あ
り
、
し
か
も

「
徳
と
幸
福

と

は
共

に
人
格

に
於
け

る
最
高
善

の
所
有

を
構

成
す
る
。」

(
国
」

も

・ぐ
.
嵩
O
)
と
言
は
れ

る
如
く
、

最
高
善

の
理
想
は
個
的
人
格

の
申

に

実
現

さ
れ

る
と
考

へ
ら
れ

る
。

そ
れ

に
対
し
て
、

カ

ノ

ン
の
最
高

善
は
直
接

に
道
徳
的
世
界

と
結
合
す

る
。

カ

ン
ト
は
言

ふ

「
余

は
、
世

界
が
凡

ゆ
る
道
徳
法
則

に
適
合

し
て
ゐ
る
で
あ
ら
う
限
り

(
世
界

が
理
性
的
存
在
者

の
自

由

に
よ
り
多

く
適
合

し
得
、
且

つ
道
徳
性

の
必

然

的
法
則

に
よ

つ
て
適
合

し
な
け
れ
ば
な
ら

ぬ
如
く

)
道
徳
的
世
界

と
称
す

る
。」

(
Q◎
Q⇔
の
田
.)
此

の
道
徳
的
世
界

は
凡

ゆ
る
目
的

々
諸
制

約
及

び
凡

ゆ
る
道
徳
性

の
障
碍

(
弱

さ
と
か
人
間
本
性

の
不
純
性

)
か

ら

独

立

で
あ

る

限

り
叡
知
的
世
界

で
あ
る
と
な

さ
れ
る
。

し
か

し
、
そ
れ

は
実

践
的
理
念

で
あ

る
が
故

に
、
単

に
超
越
的
世
界

で
は
な
く
て
、
感
性
的
世
界
と

の
関
聯

を
も

た
な
け
れ
ば

な
ら

ぬ
。
随

つ

て
叉

、

「
道
徳
的
世
界

の
理
念

は
客
観
的
実
在
性

を
有

す
。
』
(
㊤
。⇔
①
・国
.)
と
言

は
れ
る

の
で
あ

る
。
か

＼
る
道
徳
的
世
界

に
於

い
て
は
、

カ
ン

ト

宗

教

哲

学

の

基

礎
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自

由

意

志

は
自

己

自
身

に
関

し

て
も

一
貫

せ

る
組
織

的

統

一
曾

8
げ
σ。
習

σq
黄

①

。・
遂

8
巨
簿
叶ヨ
。
岸
①
自
貯

倒
o
律

を
形

成

す

る
の

で

あ

る
が

、

其

は
道

徳

と
幸

福

と

の
直

接
的

結
合

の
体
系

に
於

い
て
凡

ゆ

る
道

徳

の
障

碍

(傾

向

)

か

ら
免

れ

て

ゐ

る
と

こ

ろ

の
叡

知

的

即
ち

道

徳
的

世
界

の
中

で
は

、

道
徳

性

と
結
合

し
且

つ
そ

れ

に
釣

合

ふ
幸

福

の

か

＼
る
体
系

は

ま

た
必

然

的

で
あ

る

と
考

へ
る

、
何

と

な

れ
ば

、

一
方

で

は

道
徳

法

則

に
よ

つ
て

動
か

さ
れ

、
他

方

で
は
制

限

さ

れ

る
自

由

自

体

は

一
般

的

な

幸

福

の
原

因

で
あ

る
か

ら

で
あ

る
、

か

く

て

、

理

性

的

存

在

者

自

身

は
、
か

＼
る
原

理

の
指

導

下

に
於

い
て
は

、
自

己
自

身

と
同

時

に
他

の
人

々

の
持

続

的

な

る
幸
福

の
創

造

者

で
あ

る
。
」

(
Q◎
こ㊤
司
.剴
・
)

此

の
道

徳

と
幸

福

の
直
接

的

結
合

の
体

系

と

し

て
把

へ
ら

れ

る
道

徳

的

世

界

は
又

「
嘉

賞

さ

れ

る

道

徳

性

の

体
系

」
敬
易
富

彰

飾
霞

。。ざ
崔

の
巴
び
q・
酔

ざ
げ
昌
①
昌
侮
o
口

嵐
o
歪

一埠
警

と
言

は

れ

る

の
で

あ

る
が

、
そ

の
実

現

の
可

能
性

は

「
各

入

が
彼

が

な

す

べ
き

こ

と
を

な

す

こ
と

、

即

ち

、

理

性
的
存

在
者

の
凡

ゆ

る
行
為

は

、
其

が

人
間

の
自

由

意

志

を
自

己

の
中

に
、
或

は
、

自
己

の
下

に
包

む

と

こ

ろ

の
最

高

の
意

志

か

ら

生

ず

る
が

如

く

生
起

す

る
。
」

(
◎。
器

●閑
・)
と

い

ふ
制

約

に
基

く

の
で

あ

る

。

こ

＼

に
言

は

れ

る
最

高

の
意

志

と
は

即

ち
神

の

意

志

と
解

さ

れ

、

し
か
も

道

徳

的

世
界

は
神

の
立

法

下

に
あ

る
道

徳

的

社

会

の
思

想

に
通

ず

る
と
思

は
れ

る

の
で
あ

る
が

、

な

ほ
、

こ

、

に
は

未

だ

か

、
る
道
徳
的

宗

教

的

深

化

は

な

い
。
神

は

、
単

に
、

道

徳

と
幸

福

と

の
結

合

体
系

コ
器
賞
さ

れ

る
道

徳

性

の
体

系

」

に
於

い

て

は
補

足
的

に
言

及

さ

れ

る

に
過

ぎ

な

い
。
蓋

し
、

こ

＼
で

は

道
徳

と
幸

福

は
嘉

賞

的

体
系

に
於

い
て
直
接

的
統

一
を
な

し

、
随

つ
て
、

実

践

理

性
批

判

に
於
け

る
如

き
神

の
要

請

を

必
要

と

し

な

い
か

ら

で

あ

る

。

そ

れ

で

は

、

こ

＼
で
は
最

高

善

の
理

想

は
如
何

な

る

意
味

を
持

つ

の
で
あ

ら

う

か

。

カ

ン
ト

は
最

高

善

を
次

の
如

く
規

定

す

る
。

「
余

は

、

そ

の
中

で
道

徳

的

に
最

完

全

な
意
志

が

、
最

高

の

福

祉

ω
Φ
目
σq
犀
。
詳

と
結

合

し

て
、

世

界

に
於

け

る
凡

ゆ

る
幸
福

の
原

因

で
あ

る
と

こ

ろ

の
か

㌧
る
叡

知

の
理
念

を
、

幸
福

が

道

徳

(
幸

福

に
値

す

る

こ
と

＼
し

て

)

と
精

確

に
比
例

す

る
限

り

、
最
高

善

の

理

想

と
称

す

る
。
」
(
Q。
器

・鵠

・)

こ

＼
で
最

高

善

は
概

念

又

は

理
念

で

は

な
く

理

想

濁

$

一

と
規
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q

、

定

さ
れ
る
。
我

々
は
弁
証
論

に
於
け

る
純
粋

理
性

の
理
想
を
想
起
す

べ
き

で
あ
り

、
こ

㌧
に
語
ら
れ

る
最
高
善

の
理
想

は
む
し

ろ
実
践

理

性
批
判

に
於

い
て
要
請

さ
れ

る
神

の
理
念

で
あ

る
が
如
く
解

さ
れ
る
。
続
く

カ

ン
ト

の
叙
述

は
そ
れ

を
示
す
が
如
く
見
え

る
。
即
ち

「
か

く
て
、
純
粋
理
性
は
、
唯
、
最
高

の
根

源
的
善
及
び
最
高

の
派
生
的
善

の
二
つ
が
語
ら
れ
る

の
で
あ
る
が
、
両
者

は

い
つ
れ
も
実
践
理
性

批
判

に
於

け
る
最
高
善
と
は
そ

の
内
容

を
異

に
す

る
こ
と
は
明
白

で
あ

る
。
後
者

の
最
高

の
派
生
的
善
は
道
徳
的
世
界

と
明

に
等
置

さ
れ

る

の
で
あ

る
が
、
道
徳
的
世
界

は
嘉
賞
的
体
系

と
し
て
道
徳
と
幸
福

の
結
合

の
世
界

で
あ

る
と
考

へ
ら
れ
る
限
り

、
最
高
善

と
称
さ

れ
る

こ
と
は
実

践
理
性
批
判

の
そ

れ
と

一
応
合
致

す
る
で
あ
ら
う
。
然

し
、
根
源
的
最
高
善

の
理
想

は
道
徳
的
世
界

に
於

け
る
二

つ
の
要
素

、

即
ち

、
道
徳
と
幸
福

と

の
必
然
的
結
合

の
根

拠
或

は
原
型
と
考

へ
ら
れ

る
限

り
、

そ
れ
は
神

に
他
な
ら
な

い
で
あ
ら
う
。
最
高

の
根
源
的

善
な
る
表

現
は
更

に
他

の
箇
所

(
Q。
継
団
)

に
も
見
出
さ
れ

る
の
で
あ
り

、
こ
＼
で
は
、
幸
福

は
理
性
的
存
在
者

の
道
徳
性

と
精
確

に
釣
合

ひ

「
世

界

の
最
高
善
」

を
形
成
す
る
と
言
は
れ
る

の
で
あ

る
が
、
か

＼
る
世
界

の
実

在
性

は

「
最
高

の
根
源
的
善

」

の
前

提

に
基
く

と
な
さ

れ

る
の
で
あ
る
。

か
く

て
最
高

の
根

源
的
善

は
神
と
考

へ
ら
れ
る

の
で
あ

る
が
、
そ
れ

と
最
高

の
派
生
的
善

、
即
ち
道
徳
的
世
界

と

の
関

係

は

十

分

に

明
白
で
あ
る
と
は
言

へ
な

い
。

而

し

て
、

カ

ノ

ン

に
於

い

て

は

神

は
最

高

の

意

志

o
げ
o
屋
8
圏

宅

出
ざ
昌

最
高

理
性

げ
α
。
冨

9

く
o
目
β
蝿
昌
津

賢

な
る
創
造
者

に
し
て
支
配
者

老

①
冨
霞

⇔
昌

①
げ
o
脱

ロ
昌
伽

団
①
σ。
審
同
①
目

等

の
形

で
表
現
さ
れ
る

の
で
あ
る
が

、

こ
れ
等

の

神
概
念

の
規
定

は
、
こ
㌧
で

は
未
だ
十
分
な
意
味

を
見
出
す

こ
と
は
出

来

な
い
と
思

は
れ
る
。

さ
て
、
我

々
は
理
性
を
通
じ
て
、
必
然
的

に
、
道
徳
と
幸
福

の
結
合

体

と
し
て

の
道
徳
的
世
界

に
属
す
と
考

へ
ら
れ
る
の

で
あ
る
が
、

他
方
感
官
は
我
々

に
対

し
て
現
象

の
世
界

を
示
す

の
み
で
あ
る
。

し
か
も

カ

ン
ト
は
道
徳
的
世
界
を
叡
知
的

(
可
想
的
)
世
界

と
な
す

の

で
あ
り
、
随

つ
て
経
験
的
世
界

は
道

徳
的
世
界
で

は
な

い
。
そ
れ
で
は
両
者

の
関
係

は
如
何

に
解
さ

る
べ
き
で
あ

る
か
。
そ
れ

に

つ
い
て

カ

ン
ト
は

「
我

々
は
道
徳
的
世
界
を
感
覚

的
世
界

に
於
け

る
我

々
の
行
為

の
結

果
と
し
て
、
且

つ
感
覚
的
世
界

は
か

㌧
る
結
合

を
我
々
に

カ

ン
ト

宗

教

哲

学

の

基

礎
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示
さ
な

い
か
ら
未
来
的
世
界

と
し
て
仮
定

し
な
け
れ
ば

な

ら

な

い
。
L

(
Q◎
Q⇔
㊤
・
切
●)

と

言

ふ
。
不

死

の

理

念

は
、
こ

＼

で

は

未

来
世

国
言

h寓
σq
①
司

o
匿

と
し
て
示
さ
れ
る

の
で
あ

る
が

、
そ

の
こ
と

は
最
高

善
は
道
徳
的
世
界

に
於

い
て
実

現
さ
れ
る

と

い
ふ
こ
と

＼
相
対

応
す

る
。
而

し
て
、
不
死

の
理
念
が
未
来
世

と
な
さ
れ
る

こ
と

は
道
徳
的
世
界
と
叡

知
的
世
界

を
等
置
す

る
カ

ノ
ン
の
思
想

の
必
然
的
帰

結

で
あ
る
が
、
そ
れ
は
、
も
は
や
、
先
験
的
弁
証
論

に
於

け
る
不

死

の
理
念
と
は
全

く
別

個

の
も

の
と
言

は
ざ
る
を
得

な

い
。
そ
れ
と
共

に
実
践
理
性
批
判

に
於

け
る
不
死

の
要
請

と
も
完
全

に
異

な

る
と

い
は
な
け
れ
ぼ
な
ら
な

い
。

こ
、
で
は
、
神
聖
性

の
要
求

に
基

づ

い
て

不

死
が
導
入

き
れ
る
の
で
は
な
く
、
道
徳
的
世
界

は
感
覚
的
世
界

に
於

け
る
我

々
の
行
動

の
結

果
と
し
て

の
嘉
賞
的
世
界

で
あ
り

、
か

、

る
も

の
と

し
て
道
徳
的
世
界
自
体
が

未
来
的
世
界
な

の
で
あ
る
。
随

つ
て
、
不

死
は
来
生

で
あ
り
、
来
生

は
来
世

へ
と
推
移

す

る
の
で
あ

る
。未

来
的
世
界

の
概
念

は
、
単

に
、
現
実
的
感
覚
的
世
界

に
於

け
る
行

動
に
対
す

る
報
賞
的
世
界

と
考

へ
ら
れ

る
限
り
、
現
実

的
世
界

に

於

け
る
道
徳
的
行
為

の
深

い
解
釈

は
存

し
な

い
。
蓋

し
神
、
来
世

の
存
在
が
必
然
的

で
あ
る
こ
と
が
承
認

さ
れ
る
の
で
な
け
れ
ば
、
道
徳

法
則

は
、
む

し
ろ
空
疎
な
妄

想

国
冒
昌
σq
$
営
霧

辞
と
見
徹
さ

れ
ざ

る
を
得

な

い
か
ら

で
あ

る
。
カ

ン
ト
は

か

～
る
思
想

を
次

の
如
く
語
る

の
で
あ
る
。

「
か
く

て
、
神
及
び
、
今

は
我
々
に
対

し
て
可
視
的

で
は
な

い
が
、

希
求
さ
れ

る
世
界

な
く

し
て
も
、
道
徳

の
権
威

あ

る
諸

理
念

は
、

た
し
か

に
、
賛
同

と
驚
嘆

の
対
象

で
あ
る
、
然

し
企
図
及

び
実
行

の
動
機

で
は
な

い
、
何

と
な
れ
ば

、
其
等

は
各

々

の
理
性
的

存
在
者

に
自
然
的

で
あ
り
、
正

に
そ
の
同

じ
純
粋

理
性

に
よ

つ
て
先
天
的

に
規
定

さ
れ
且

つ
必
然
的

で
あ

る
と
こ
ろ
の
全
目
的

を
充
足
し

得
な

い
か
ら

で
あ
る
。
」

(Q。
障

)
我

々
は
、
か
、
る
叙

述

に
於

い
て
示

さ
れ
る
道
徳

の
把
捉
が

、
如
何

に
、
実
践

理
性
批
判

の
中

に
於

け
る

道
徳
律

の
理
解

と
遠

い
も
の
で
あ

る
か
を
知
り
得

る
で
あ
ら
う
。

一一20一

 

四

カ

ノ

ン
に
於
け

る
宗
教
哲
学

的
思
想

の
特
質



上

に
述

べ
た
カ

ノ
ン
の
申

に
示
さ
れ
た

る
宗
教

哲
学
的
基
礎

を
要
約
す
れ
ば
略

々
次

の
如
く

な

る
と
思
は
れ
る
。

第

一
に
、

三
理
念

の
構
造

は
弁
証
論

の
そ

れ
と
は
同

一
で
な

い
。
即
ち
、
後
者

に
於

い
て
は
不

死
、
自
由
神

の
秩
序

を
有

す

る
の
で
あ

る
が
、
前

者

に
於

い
て
は
自
由
、
不

死
、
神

の
秩
序

に
配
列

さ
れ
る
。

こ
の
こ
と
は
、
弁
証
論

の
宇
宙
論
的
理
念

、
若

し
く
は
先
験
的
理

念
が

相
互

に
独
立
的
、
並
列
的

で
あ
る
の

に
対

し
、

カ

ノ
ン
に
於

い
て
は
、
相
互
の
独
立
性

、
同

等

性

が

破

れ

て

来

る
こ
と

を
意
味
す

る
。
即
ち

、
カ

ノ

ン
に
於

い
て
は
、
実
践
的
関

心
の
下

に
於

い
て
、
自
由

の
理
念

は
優
位
を
占

め
、
他

の
理
念

の
基
礎

と
な
り
前
提

と
な

る

の
で
あ
る
。
か

～
る
実
践
的
関
心
は
、
又

、
先
験

的
自
由
と
実
践
的
自
由

の
区
別

を
導
く

。
此

の
二
つ
の
区
別

は
現
象

一
般

と
人

間

の

行
為

の
区
別

に
基
く

の
で
あ

る
。

こ
れ
等

の
推
移
は

い
つ
れ
も
理
論

的
関
心
よ
り
実
践
的
関
心

へ
の
移
行

に
伴

ふ
も

の
で
あ
る
が

、

こ

㌧

で
は
理
性

の
実
践
的
使
用

と
理
論
的
使
用
が
区
別
さ

れ
る
の
で
あ

つ
て
、

理
論
理
性

に
対
す

る
実

践
理
性

の
確
立

は
、

な
ほ
な

さ
れ
て

い

な

い
。

か
く
て
我
々
は
理
念
構

造

の
上
か
ら
、
カ

ノ
ン
の
思
想

は
先
験
的
弁
証
論

の
思
想
と
同

一
で
は
な

い
こ
と
を
知

る
の
で
あ
る
。

こ
の
相

違

は
理
論
的
関
心
と
実
践
的
関
心

の
相
違

に
基

づ
く

の
で
あ
り
、
カ

ノ
ン
の
理
念
構
造

は
、
そ

の
儘
実

践
理
性
批
判

の
申

に
維
持
き
れ
展

開

き
れ
る

の
で
あ
る
。

と

こ
ろ
で
、

ヵ

ノ

ン
の
第

二
節

の
中

心
的

問
題
は
最
高

善

の
理
想

に
基

く
道
徳
的
世
界

の
実

現

に
置

か
れ

る
の
で
あ

つ
て
、
そ

の
限

り

思

想
的

に
第

一
節

と

の
直
接
的
聯
関

は
な

い
の
で
あ
る
が

然

し
、
第

一
節

の
理
念

の
具

体

的

な
実

現

と

み
な
す

こ
と
も
出
来

る
で
あ
ら

う
。
こ
㌧
で
は
道
徳

は
嘉
賞
的
道
徳

の
体
系

と
し
て
考

へ
ら
れ
、
其

の
実
現
は
道
徳
的
世
界

の
申

に
見
出

さ
れ

る
の
で
あ

る
。

か

～
る
道

徳
的
世
界

は
派
生
的
最
高
善

で
あ
り
、
随

つ
て
根

源
的
最
高
善
即
ち
神

を
前
提
す
る
。
更

に
、
道

徳
的
世
界

は
感
性
的
世
界

に
於

け
る
行

動

に
対
し

て
の
報
賞
的
結

果
と
し
て
の
可

想
的
、
未
来
的
世
界

に
他

な
ら

な

い
。
未
来
的
世
界

は
未
来
生

の
可
能

を
前
提

と
な

し
、
不

死

の
理
念

は
未
来
生

と
等
置
さ
れ
る

の
で
あ

る
が

、
そ
れ
は
、
も

は
や
単

に
個
的
な
実
体
的
霊
魂

の
持
続

を
意
味

す

る
の
で
は
な

い
。

カ
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こ
＼
に
、
我

々
は
実
践
理
性
批
判

の
最
高
善
と
は
根
本
的

に
異

な
る
最
高
善

の
概

念
及

び
そ

の
実

現
を
見
出
す

。
実
践

理
性
批
判

に
於

い
て
は
完
全

な
る
道
徳
性

を
意
味

す
る
神
聖
性

の
前
提

の
下

に
於

け
る
道
徳

と
幸
福

の
綜
合

が
最
高
善

で
あ
り
、

か

～
る
最
高
善

は
個
的

人
格

の
申

に
実
現
さ
れ

る
。
そ
れ

に
対
し
て
、

ヵ

ノ
ン
に
於

い
て
は
、
最
高
善

は
、
む
し
ろ
、
種
的
世

界

に
於

い
て
実

現
さ
れ
る
。
前
者

に
於

い
て
は
、

人
間

は
孤
立
的
道
徳
的

主
体
と
し
て
内
的

に
把

へ
ら

れ
て
ゐ
る
の

に
対
し
て
、

後

者

に
於

い

て

は
、

人

間

は
同

時

に

臼
⑦
負
霞
塁
嘗

昌

(◎◎
c⇔
N
層
Q◎
器

植
Q◎
c⇔
㊤
}
)
で
あ
り
、
道
徳
的
肚

界

に
於

い
て
は
自
由
な
る
意
志

は

自
己
自

身

に
関
し
て
も

、
又

、

凡

ゆ
る
他

の
人

々
の
自
由

に
関

し
て
も

、L
(
Q。
。◎
O
.国
.)

一
貫

せ
る
体
系
的
統

一
を
持

つ
と
言

は
れ
る
。
故

に
、
道
徳
的
世
界

は
根
本
的

に
共

同

体

で
あ
り
、

こ

＼
に
於

い
て
人
間

は
多

的

に
捉

へ
ら
れ

て
ゐ
る
と
考

へ
ら
れ

る
で
あ
ら

う
。
此

の
点

に
於

い
て
、
実
践
理
性
批
判

の
最
高
善

の
概
念

と

ヵ

ノ
ン
の
其

と
の
根
本
的

相
違
が
見
出

さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
ヵ

ノ
ン
の
思
想

に
於

い
て
は
、
な
ほ
、
此

の
方
向

へ
の
発
展
は

十
分

に
示

き
れ

て
ゐ

な

い
。
我

々
は
此

の
方
向

へ
の
完
全
な

る
思
想
的
発
展
を

ヵ

ン
ト
の
宗

教
論

の
倫
理
的
共
同
体

の
理
想

の
中

に
見
出

す

こ
と
が

出
来

る
と
信
ず

る
。

人
間
が
種
的

社
会
的
存
在
、
更

に
人
類
種
族
と

し
て
見

ら
れ
る
な
ら
ば

、
個
的
生

に
於

け
る
無
限

の
持
続
性

は
、
不
死

の
要
請

を
侯
た

ず

し
て
、
種
族
的
生

の
中

に
可
能
と
考

へ
ら
れ
る
。
其

に
応
じ
て
、
来
生
的
な
夫
来
的
世

界
は
、
現
世

と
連
続
す

る
地

上
的
な
未
来
的
世

界

た
り
得

る
。
か

㌧
る
道
徳
的
世
界

は
単

に
、
叡
知
的
可

想
的

で
は
な
く
同
時

に
感

性

的

経

験

的

世

界
を
包

む
と
考

へ
ら
れ

る
で
あ
ら

う
。
か
く

て
、
道
徳
的
世
界

は
完

全

に
そ
の
客
観
的
実
在
性

を
主
張
す
る

こ
と
が
出
来

る
と
思

は
れ
る
。
宗

教
論

に
於
け

る
倫

理
的
共
同

体

は
か

、
る
も

の
と
解
さ

れ
る
。

カ

ノ
ン
に
於
け

る
道
徳
的
世
界
は
、
覚

に
、

感
性
的
現
実
的
世
界

に
於
け
る
行
為

の
結

果
と
し
て
想
定

さ
れ

る
来
生
的

な
未
来
的
世
界

で
あ
る
と
す

る
な
ら
ば
、

そ

の
客
観
的
実

在
性
が

主
張
さ
れ
る

に
も
拘
は
ら
ず

、
む

し
ろ
、
そ

の
主
張

は

困
難
を
含
む

と
言
は
ざ

る
を
得

な

い
で
あ
ら
う
。

か

、
る
困
難

に
も
拘
は
ら
ず
、
我

々
は
カ

ノ
ン
の
道
徳

的
世
界

の
思
想

の
中

に
カ

ン
ト

の
宗
教
哲
学

の
頂
点
を
な
す
倫
理
的
共
同
体

の
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基

礎
的
構
想

を
見
出
す

こ
と
が

出
来

る
と
思

ふ
。
カ

ノ
ン
の
思
想

は
な
ほ
未
発
展
で
あ
り
、
随

つ
て
、

未
だ
完
結
的

な
宗

教
哲
学
的
体
系

を
示
す
も

の
で
は
な

い
。
宗
教

の
定
義
も
未
だ
明
確

に
示
さ
れ
て
ゐ
な

い
の
で
あ

る
が

「
各

人
が
道
徳
法
則
を
命

令

と
見
倣
す

こ
と
。
」

(
$
⑩
。田
・)
或

は

「
我

々
は
、
実

践
理
性
が

我

々
を
導
く
権
利

を
持

つ
限

り
、

其
が
神

の
命
令

で
あ
る
限
り

に
於

い
て
、

諸

行

為

が

義

務
づ
け
ら
れ
て
ゐ
る
と
見
倣
す

の
で
は
な
く

て
、
我
々
は
、
そ
れ

に
義
務

づ
け
ら
れ
て

ゐ

る
が

故

に
神

的

命

令

と
見

る
の
で
あ

る
。
」

(
Q◎
窃

●蜀
・
)
等

の
如

き
表
現

は
直
接

に
宗

教
定
義

に
通
ず

る
で
あ
ら
う
。
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カ

ン

ト

宗

教

哲

学

の

基

礎

,




