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い

か

な
る

理

論
で

も

人

を

表
現

し
て

い

る
｡

し

か

し

あ

る

理

論

を

人

と
か

ん

れ

ん

さ

せ

て

分
析
す
る

こ

と

は

容
易

な
こ

と

で

は

な

い
｡

理

論
の

分
析
だ

け
で

も

難
し
い

｡

私
は

ま

ず
理

論
と

人

と

を

か

ん

れ

ん

さ

せ

て

分
析
し

う
る

よ

う

な

立

場
を

認
識
論
的
に

考
え

て

み

た
｡

経
験
的
主

観
の

概
念
を

明

ら
か

に

す
る

こ

と

が
､

こ

の

目

的
に

か

な

う
と

思
わ

れ

る
｡

経
験
的
主

観
は

歴

史

的
祀
禽
に

投

げ
こ

ま
れ

､

｢

自

然
+

に

相

互

的

交
渉
を

も
つ

主

観
だ

か

ら

で

あ

る
｡

ロ

ッ

ク

の

主

観
概
念
が

そ

の

よ

う

な

も
の

で

あ

っ

た

こ

と

も

こ

こ

で

明

ら
か

に

さ

れ

る
｡

そ

の

上
セ
ロ

㍗

ク

の

憶
系
の

中
心

を

つ

き
､

非
力
で

は

あ

る

け

れ

ど

も

人

と
の

か

ん

れ

ん

を

考
え

て

み

た
い

｡

太

田

可
一

夫

-

人

間
の

思

想
は

人

間
の

生

活
の

表

現
で

あ

る
｡

し

た

が

っ

て

生

活
の

諸

候
件
は

思

想
の

諸
條
件
で

あ

る
｡

生

活
の

諸
條

件
は

客
親

的
な
も

の

と
､

主

観
的

な

も

の

と
に

分
け
ら

れ

る
｡

こ

の

二

つ

の

も
の

は

全

く

濁
立

し

て

は

た

ら

く

も
の

で

は

な
い

が
､

一

方

か

ら

伯

方
を

ひ

き

だ

せ

る

よ

う

な

も
の

で

は

な
い

｡

一

方

は

自
然

的
な

も
の

で

あ

り
､

他

方
は

人

間
的
な

も

の

で

あ

る
｡

自
然

的
な

も
の

と

し
て

人

間
を

つ

か

も

う
と

す
る

努
力
は

し
ば

し

ば

試
み

ら

れ

た
■

し
､

今

も

試
み

ら

れ

て

い

る

け

れ

ど

も
､

人

間
を

含
め

て

の

自

然

-

･▲

概
念
は

､

単
な
る

自
然

概
念

と

ほ

ち
が

っ

た

内

容

を

も
っ

て

い

ぶ

臣
ニ

ー

む
+
二二
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る
｡

人

間
の

側
か

ら
人

間
を

問
題
に

す
る

と

き
､

白

熱
的
人

間
や

人

間
的
自
然
の

概
念
だ

け
で

は

不

満
足
で

あ
っ

て
､

自
然
に

封
す

る

人

間
概
念
を

か

く
こ

と

は

で

き

な
い

｡

上
の

自

然
的
な

も
の

は
､

も

ち

ろ
ん

､

客

観
的
な

も
の

で

あ
る

｡

人

間
的
な
も

の

は

自
然

的
な

も
の

に
､

こ

の

よ

う
に

封
立

す
ろ

が
､

人

間
的
な
も

の

の

内

部
で

も
､

主

観
的
な
も

の

と
､

客

観
的

な

も
の

と

の

封
立

が

あ
る

｡

人

間

的
な
も

の

は

自
然
的
な

も

の

に

封
し
て

､

主
観
的
と
い

わ

れ

る

が
､

主

観
的
な

も
の

の

中
に

､

さ

ら

に

狭
い

意

味
で

､

主

観

的

な

も
か

と

客
観
的
な

も
の

と
の

封
立

が

あ

る
｡

こ

の

と

き
の

主

観
的
な
も

の

は

自
己

で

あ

る
｡

自
己
は

客
観
的
な

も
の

と

し
て

の

自

然
的
な
も

の

に

ま

ず
勤
立

し
､

さ

ら

に
､

他

人
に

､

そ

し
て

社

食
に

､

歴

史
的

社
食
に

封
立

す
る

｡

人

間
を

こ

の

面
で

つ

か

む
と

き
､

革
に

､

自

然
に

封
立

す
る

も
の

と

し

て

の

人

間
と

し
て

つ

か

む

と

き

よ

り

も

さ

ら
に

明

ら
か

に
､

人

間
の

主

観
性
は

自

己
を

あ

ら

わ

し

て

く
る

｡

前
の

場
合
に

は

人

間

に

は

自
然
的

要
素
が

多
分
に

含
ま

れ

る

が
､

後
の

場
合
に

は
､

自

然

的
要
素
が

へ

っ

て
､

主

観
的

要
素

と

し
て

の

人

間
的
な
も

の

が

よ

り

多
く

現

わ

れ

て

く
る

｡

す
べ

て

の

主

観
的
概
念
は

こ

こ

に

そ

の

座
を

も
っ

て

い

る

と

い

え

る
｡

主

観
的

な

も
の

と

客
観
的
な
も

の

を

き

び

し

く

直
別
し

ょ

う
と

す
る

論
理

的
意
味
は

こ

こ

に

そ

の

板
接
を

も
っ

て

い

る
｡

こ

主

観
は

も

と

も

と

形

而
上

畢
的
責
優
概

念
で

あ
る

精

神
的
安
倍

概
念
か

ら

泊
覚
さ

れ

て

き

た

も

の

で

あ

る
｡

デ

カ

ル

ト

(

-

簑
-

-

巴
○
)

の

0

0

内

耳
○

は

近
世

的

主

観
と

も
い

え

な
い

こ

と

も

な

い

が
､

ま
だ

賓
髄
概
念
を

含
ん

で

い

る
｡

0
-

e

弓
P

ロ

d

巴
s
t
i

ロ
O
t

の

う
ち
に

は

明

ら
か

に

主

観
性
が

び

そ

ん

で

い

る

が
､

考
え

る

安
倍

と

し
て

の

精
神
は

､

認
識
の

主

催
で

は

あ

る

が
､

資
髄
と

し

て

は

形

而
上

学

酪
で

あ

る
｡

そ

れ

は

理

性
的
存
在
と

し
て

物
質
の

絶
髄

と

し
て

の

自
然
に

封
立

し
､

終
に

封
立

す
る

が
､

他

人
に

､

歴

史

的

社
合
に

封
立
し

な
い

｡

そ

れ

は

有
限

的
存
在
で

あ

り
､

理

性

的

存
在
で

あ

る
｡

主

観
に

は

自

己

自
身
に

完
了

す
る

な

に

為
の

か

が

必

要
で

あ

る
｡

そ

の

た

め
に

は

と

じ
る

た

め

の

原
理

が

必

要
で

あ

る
｡

一

般
的
な

も

の

の

限
定

と

し
て

､

一

般
的
な
も

の

の

側
か

ら

考
え

ら
れ

る

だ

け

で

は

十

分
で

は

な

く
､

こ

ち
ら

側
か

ら
､

一

般

的
な

も
の

を

つ

つ

み

か

え

す
原

理

を

も
た

ね

ば

な
ら

ぬ
｡

一

般

的

な

原
理

に

よ

る

解
渾
だ

け
で

は

な

く
､

特
殊
な

､

主

観
的

要
求
が

必

要
で

あ

る
｡

主

観
概
念
に

は

た

ん

に

知
る

と
い

う

認
識

論
的
な

意
識
だ

け

で

は

な

く
､

は

た

ら

き
か

け
る

自
嶺

的
な

要
求
が

含
ま

3 ∂之

那
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れ
て

い

る
｡

理

性
的
人

間
､

有
限

的
存
在
と

し
て

の

人

間
に

主

観

的
要
求
が

な
い

わ

け

で

は

な
い

が
､

そ

れ

は

神
を

見
､

紳
に

休
ら

お

う
と

す
る

要
求
で

､

紳
の

側
か

ら

人

間
を

び

き

よ

せ

る

の

で

あ

る
｡

不

完
全
で

あ

る

が

ゆ

え
に

､

完
全
を

求
め

､

完
全

に

び

き

よ

せ

ら

れ

る

の

で

あ

る
｡

論
理

的
に

は

完
全

性
は

不

完
全

性
に

先

行

し
て

い

る
｡

こ

こ

で

は

主

観
的
な
る

も
の

と

し
て

の

人

間
は

､

客

観
的

な
る

も

の

と

し

て

の

自
然
に
一

封
立

す
る

け
れ

ど

も
､

そ

の

封

立

す
る

意
味
は

､

人

間

と

自

然
と

を

含
め
て

紳
に

封
立

す
る

こ

と

で

あ

る
｡

神
と

人

間
と

を

つ

な

ぐ

も
の

が

理

性
で

あ
っ

た
｡

し
か

し

ま
た

見
方

を

か

え

れ

ば
､

神
を

媒
介
と

し
て

人

間
は

自

然
と

結
合

す
る

｡

主

観
と

し
て

の

人

間
と

客
観
と

し

て

の

自
然
の

封
立
が

あ

る

の

で

な

く
､

人

間
は

そ

の

ま
ゝ

自
然
で

あ

る
｡

自
然

概
念
が

主

観
的
要
求
か

ら
み

ち
び

き
だ

さ

れ

た

と

き

で

さ

え
､

そ

の

要
求
を

自
覚
し

な
い

で
､

人

間

は

自
然
で

あ

る
｡

人

間
的
自
然

F
仁

m
㌍
ロ

ロ
P
t

已
･

¢

の

概
念
は

こ

の

よ

う
に

し

て

成
立

す
る

｡

人

間
的
自
然
の

概
念
に

よ
っ

て

人

間
と

自

然
と

は

同

質
と

な

る
｡

自
然
の

原
理

が

人

間
の

原
理

と

な

る
｡

人

間
的
自
然
は

自
然

に

重

鮎
を

お

く

か

ぎ

り

む

し

ろ

客

観
的
で

あ
,

ぺ

人

間
に

重

鮎
を

お

く
と

き

に

主

観
的
で

あ

る
｡

し
か

し
っ

ね

に

二

つ

の

要
素
を

含

ん

で

い

る

意
味

て

そ

れ

は

主

観
性
を

保
持
し

て

い

る
｡

.

-
P

:

+祭.止
｢

..,ゝ
､
.

.

ト

∴

自
然
赦
念
も

本

来
は

､

宗
教
的

､

形

而
上

翠
的
背
景
を

も
ゥ

て

い

る
｡

そ

れ

を

近
代

的
自
然
概
念
に

作
り
か

え
た

の

は
コ

ペ

ル

ニ

ク

ス

(

-

烏
い

壬
-

‡
い
)

､

ケ

プ

ラ

ー

(

-

℃
-

壬
-

巴
○
)

､

ガ

リ

レ

オ

(

-

宗
谷

-
-

窒
N
)

､

ニ

ュ

ー

ト

ン

(

-

窒
N

-
-

¶

N

O

で

あ

る

が
､

自

然
概
念
構
成
に

お

け

る

主

観
性
を

意

識

し

た

の

は
､

ベ

ー

コ

ン

(

-

訣
-

1
-

悪
か
)

で

あ
っ

た
｡

デ
カ

ル

ト

が

数
学
的
意

識
に

理

性
的

主

観
を

見
た

の

に

封
し
て

､

べ

+

コ

ン

は

蟄

明
と

蔑

見
の

時
代
の

哲
学
者
に

ふ

さ

わ

し

く
､

茸
餞l
的

人

間
の

正

し
い

意

味
で

の

自
然

科

学
的
分
析
に

お

い

て
､

賓
践
的

､

行
動
的
主

観
を

み

た

の

で

あ

る
｡

こ

こ

で

論
理
の

意

味
は

新
し

く

さ

れ

る
｡

｢

こ

と

ば
+

の

論

理

か

ら

｢

手
+

の

論
理
へ

の

韓
換
が

行
わ

れ

た
｡

ベ

ー

コ

ン

が

ア

リ

ス

ト

テ

レ

ス

の

オ

ル

ガ

ノ

ン

に

封

し

て

Z
O

く

仁

ヨ

○

蒜
P

ロ
ロ

m

を

著
わ

し

た

意

味
は

そ

こ

に

あ

っ

た
｡

Z
O

ヨ
ー

ヨ

0

蒜
P

ロ
仁

m

の

中
心

的
思

想
は

､

自
然
解
繹
は

､

人

間
の

圭

髄
的

作
用

､

そ

れ

も

畢
な

る

思

考
で

は

な

く
､

｢

手
+

と

｢

道
具
+

に

よ

る

自
然
の

分
析

と

組
合
と

に

よ
っ

て

完
成
さ

れ
■
る

と
い

う
思

想
で

あ

っ

た
｡

自
然

自
身
は

紳
に

よ
っ

て

さ

さ

え
ら

れ

て

お

り
､

人

間
は

何
物
を

も

創

造

し

え

ず
､

紳
に

よ

っ

て

創
造
さ

れ

た

も

の

を

た

だ

襲
え
る

こ

と

が

で

き

る

だ

け
で

あ

っ

た
｡

自
然
解
繹
は

理

性
的
に

-
直
観
的

3

に

せ

よ
､

論
語
的
に

せ

よ

1
行
わ

れ

る

の

で

は

な

く
､

人

間
の

即
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｢

手
+

に

よ
っ

て

自
然
を

襲
え

る

こ

と

に

よ
っ

て

の

み

可

能
で

あ

っ

た
｡

自
然
を

襲
え
る

モ

テ

ィ

ー

フ

は

人

間
の

中
に

あ

り
､

襲
え

る

カ
自
身
は

人

間
の

中
に

あ

っ

た
｡

自
然
の

中
に

あ

り
､

自
然
で

あ

る
.
人

間
は

､

こ

の

鮎
で

､

直
ぎ

ら

れ

た

自
己
の

領
域
を

も
つ

こ

と

が

で

き

る
｡

こ

れ

は

す
べ

て

の

近

代

的
自

然
哲
聾
者
た

ち
が

賓

行
し

た

原
理

で

あ
っ

て
､

ベ

ー

コ

ン

が

そ

れ

を

生

み

だ

し

た

の

で

は

な
い

｡

し

か

し

そ

の

意

味
を

哲
学
的
に

自

覚
し
た

の

は
ベ

ー

コ

ン

で

あ
っ

た
｡

こ

の

精
神
は

自
然
科

挙
着
た

ち
に

そ

の

ま
1

貴
行

に

う
つ

さ

れ

る

が
､

こ

の

精

神
そ

の

も
の

の

方

法

論
的
意

味
や

哲

学
的
意

味
は

む
し

ろ

後
に

な
っ

て

カ

ン

ト

(

-

記
中

一
ー

∞

O

e

に

う
け

つ

が

れ

る

と

考
え

ら
れ

る
｡

自
然

科

学
の

内

容
の

充

寒
が

ベ

ー

コ

ン

以

後
の

哲
学
者
の

仕
事
で

あ
っ

て
､

ニ

ュ

ー

ト

ン

に

よ

っ

て

自

然
の

髄
系
が

成
立

し
た

後
に

な
っ

て
､

は

じ

め
て

自
然

科
学
の

方

法
そ

の

も
の

が

根
本

的
に

反
省
さ

れ
､

批

判
さ

れ
､

批

判
の

原
理

が

カ

ン

ト

の

純

粋
理

性
批

判
と

な
っ

た

と

み

る

こ

と

が

で

き
る

｡

自
然
解
繹
の

出
番

鮎
に

お

け
る

方

法
の

反

省
が

､

到
達

鮎
に

お

け

る

方

法
の

反
省
と

､

意

味
を

異
に

し

な
が

ら
も

な
お

､

呼
應

す
る

の

は

嘗
然
で

あ

る
｡

精
密
に

い

え

ば
､

髄
系
の

相

違
を

別

と

し
て

も
､

両

者
の

方

法

意

識
は

ち

が
っ

て

い

る
｡

し
か

し
､

一
自
然
の

慣

系
の

内

部
に

お

け
る

､

人

間
的
自
然
の

主

観
性
で

ほ

克
く

､

自
然

解

繹
そ
の

も
の

の

不

可
妖
の

條
件
と

し

て
､

人

間
か

ら

始
聾
す
る

似
り

J

行
動
を

措
定

し
た

鮎
で

は
､

雨

着
は

同

じ

主

観
意

識
を

も
っ

て

い

た

と

結
論
せ

ざ
る

を

え

な
い

｡

カ

ン

ト

が

純
粋
理

性
批
判
の

第
二

版
に

お

い

て
､

番

頭
に

べ

ー

コ

ン

の

こ

と

ば

を

追
加

し
て

い

る

の

は
､

方

法
意

識
に

お

け
る

彼
の

ベ

ー

コ

ン

ヘ

の

親

近

感
を

表
明

す

る

も

の

と

解
揮

す
る

こ

と
が

で

き
る

｡

な
お

カ

ン

ト

の

先

験
的

方

法
を

賓
験
的
方

放
と

し

て
+

解

繹

す
る

学
者
さ

え
い

る
｡

賓
験
こ

そ

ベ

ー

コ

ン

の

方

法
の

中
心
で

あ
っ

た
｡

賓
験
は

主

観
的

白
畿

的

作
用
で

あ
る

｡

全

髄
的
な

も
の

の

理

性

的

認
識
の

場
に

お

い

て
､

人

間
を

規
定

す
る

の

で

は

な

く
､

有
限

で

あ
る

こ

と

に

満
足
し

た

人

間
が

､

有
限
の

尺

度
で

､

人

間
の

尺

度
で

自
然
を

切

り

と

ろ

う
と

す
る

と

こ

ろ

に

成
立

す
る

｡

し
た

が

っ

て

そ

れ

は

賓
際
的
で

あ
､

り
､

純
粋
理

論
的
で

は

な
い

｡

こ

の

思

想
の

流
れ

は

功
利
思

想
に

つ

な
が

っ

て

い

る
｡

し

か

し
､

自

然
を

切
り

と

る

原
理

が

先

天

性
を

も
つ

と

考
え
･
る

場
合
に

は
､

賓
験
は

先

験
的
と

な

る
｡

そ

の

鮎
か

ら
み

れ

ば
､

カ

ン

ト

の

先

験
主

義
は

賓
験
の

思

想
に

つ

な

が

る

と
い

う
こ

と
が

で

き
る

｡

カ

ン

ト

の

批

判
主

義
は

カ

テ
ゴ

リ

ー

の

箕
験
的

意
味
を

明

ら
か

に

す
る

こ

と

に

あ
っ

た
｡

ベ

ー

コ

ン

に

お

い

て

｢

手
+

で

あ
っ

た

も

の

が
､

カ

ン

ト

に

お

い

て

は

カ

テ
ゴ

リ

ー

す
な

わ

ち
､

人

間
の

内
部
か

ら

僧
催
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に

よ

っ

て

自
嶺

的
に

う

み

だ

さ

れ

た

純
粋
悟
性
概
念
で

あ
っ

た
｡

手
に

よ

っ

て

う
み

だ

さ

れ

た

自

然
認
識
の

健
系
は

進
ん

で
､

人

間
自
身
を

も
､

そ

の

原
理
の

中
で

解
繹

す
る

｡

そ

の

と

き

人

間
は

自

然
と

な
る

｡

し
か

も
こ

の

と

き
､

人

間
を

自
然
的

人

間
と

し

て

自
然
化

し
た

原
理
は

人

間
か

ら

導
き

だ

さ

れ

た

も
の

で

あ

る

に

も

か

か

わ

ら

ず
､

そ

れ

は

意

識
さ

れ

な
い

で

解
繹
の

結
果
だ

け
が

残

る
｡

人

間
の

側
か

ら
み

れ

ば

人

間
わ

忘

却
で

あ

り

自
己
の

そ

う
失

で

あ

る
｡

そ

う

失

し

た

自

己

を

も

う
一

度
意
識
し

な

お

す
と

こ

ろ

に

カ

ン

ト

の

認
識
す
る

人

間
と

し
て

の

主

観
概
念
が

成
立

す
る

｡

カ

ン

ト

の

主

観
概
念
は

純

粋
悟
性
概
念
で

あ

っ

た
｡

主
観
概
念

は

も
と

も
と

作
用
の

概
念
で

あ

り
､

内

面

性
の

概
念
で

あ

る
｡

主

観
は

は

た

ら

き
そ

の

も

の

と

し

て

は

自
己

を

封
象
化
し

え

な
い

｡

し

か

し
カ

ン

ト

の

カ

テ
ゴ

リ

ー

は

は

た

ら

き
で

あ
る

と

同

時
に

､

自
己

を

限

定

し
て

い

る
｡

主

観
は

無

限
の

白
優
性
の

根
源
で

は

な

く
､

一

定
の

数
の

純

粋
悟
性
概
念
で

あ

る
｡

主

観
は

一

方
で

限

定

す
る

も

の

で

あ

り

な

が

ら
､

他

方
で

限

定
さ

れ

て

い

る
｡

限

定

す

る

は

た

ら

き
と

し
て

､

内

面

的
で

あ

る

と

同
時
に

､

限

定
さ

れ

た

は

た

ら

き

と

し
て

自
己
を

直
ぎ

り
､

自
己
を

と

じ
､

自
己

を

意
識

し
て

い

る
｡

カ

ン

ト
.

の

主

観
は

認

璽
嗣

的

主

贋
で

溝
･
る

｡

新
カ

ン

ト

汲
の

超

越
的

主

観
の

理

論
に

は

そ

の

ま
ゝ

同

急

し

な
い

も

の

で

も
､

カ

ン

ト

の

主
観
が

そ

の

方

向
に

も

尊
展
し

う
る

要
素
を

含
ん

で

い

る

こ

と

を

承

認
し
な

け

れ

ば

な

ら

な
い

｡

認
識
が

眞
理

性
を

中

心

問
題

と

し
､

し
た

が

っ

て
､

個
人
に

よ
っ

て

ち
が

っ

て

い

る

と

い

う

意

味
で

の

主

観
性
の

意

識
を

中

心

問
題
と

す
る

こ

と

を

斥
け

る

こ

と

も

理

解
で

き
る

｡

し

か

し

そ

の

た

め

に
､

主

観
性
の

も
つ

意

味
が

失

わ

れ

て

し

ま

う
こ

と

も

否
定
で

き

な
い

｡

ベ

ー

コ

ン

で

は

ま
だ

な

ま

の

ま
1

の

人

間
が

残
っ

て

い

る
｡

こ

れ

に

封
し
て

カ

ン

ト

で

は

法

則

的
人

間
が

生

き

て

い

る

の

で

あ

る
｡

ベ

ー

コ

ン

で

始
め

ら
れ

た

賓
験
が

カ

ン

ト

の

賓
駿
で

基
礎
づ

け
さ

れ

た

と
い

え

る

に

し

て

も
､

な

に

も
の

か

が
､

し

か

も

極
め

て

重

要
な

な
に

も

の

か

が

忘
れ

ら
れ

て

し

ま
っ

た

の

で

あ

る
｡

ベ

ー

コ

ン

で

は
そ

れ

は

も

ち

ろ

ん

残
っ

て

い

た
｡

か

ン

ト

で

は

そ

の

哲
撃
の

論
理

性
の

た

め

に
､

意
識
さ

れ

て

い

た

に

も

か

か

わ

ら

ず
､

そ

れ

は

色

あ

せ

て

し

ま
っ

た

の

で

あ
る

｡

三

宝

観
性
の

こ

の

意
味
を

明

白
に

す
る

も

の

が

経
験
の

概
念
で

あ

る
｡

カ

ン

ト

の

先

験
的

哲
学
の

中
に

吸

収
さ

れ

た

よ

う
に

み

え
る

経
験
に

こ

の

形
で

再
び

照

明
を

あ

て

る

の

は
､

カ

ン

ト

に

吸

収
さ

湖
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れ
つ

く

す
こ

と
の

で

き

な
か

っ

た

経
験
の

意

味
を

よ

り

明
ら

か

に

し
､

し

た

が

っ

て
､

カ

ン

ト

哲
学
で

は

明

ら
か

に

し

え

な

か

っ

た

も
の

を
､

こ

の

概
念
を

か

り
て

明

ら
か

に

し
た

い

か

ら

に

ほ

か

な

ら

な
い

｡

思

想

史
の

順
序

を

こ

と
さ

ら
に

歪
め

よ

う
と

は

思
っ

て

い

る

の

で

は

な
い

｡

わ

れ

わ
れ

の

問
題
は

カ

ン

ト

哲
学
を

し
っ

た

あ
と

で
､

カ

ン

ト

以

前
の

哲
寧
の

意

味
を

明

ら

か

に

し

よ

う

と

す

る

と
こ

ろ
に

あ

る
｡

さ

て
､

経
験
は

ま

ず
個
人
の

経
験
で

あ

り
､

そ

の

感
覚
で

あ
っ

た
｡

感
覚
経

験
が

経
験
で

あ
っ

た
｡

個
人
の

感

覚
は

人
に

よ

っ

て

こ

と

な

り
､

そ

の

意

味
で

は

主

観
的
で

あ
っ

た
｡

眞
理

性
は

客
観

性
を

要
求

す
る

も
の

で

あ

る

か

ら
､

主

観
的
経
験
は

眞
理

性
を

支

え

る

こ

と
が

で

き

な
か

っ

た
｡

経
験
は

卑
し

め

ら
れ

た
｡

形
而
上

学
的
世

界
像
は

経
験
か

ら

は

え

ら
れ

な
か

っ

た
｡

経
験
は

た

ん

な

る

主
観
的
現

象
で

あ

っ

た
｡

そ

れ

は

修
正

さ

れ
､

克
服
さ

れ

ね

ば

な

ら

な
か

っ

た
｡

哲
畢
の

歴

史
に

現

わ
れ

た

経
験
の

概
念
は

イ

ギ

リ

ス

経
験
主

義
の

哲
学
が

成
立

す
る

ま
で

は

お

お

よ

そ

こ

の

よ

う

な

性
椿
を

輿
え

ら

れ

て

い

た
｡

経
験
の

主

観
性
は

意

識
さ

れ
た

け

れ

ど
も

､

そ

の

主

観
性
の

も
つ

意

味
が

反

省
さ

れ

な
か

っ

た

の

で

あ

る
｡

脛
腐
が

主

観
的
で

あ
る

と
い

わ

れ

る

の

は
､

二

万
で

は
､

人

間

に

は

感
性

的
能
力
の

ほ

か

に

そ

れ

を

こ

え
る

能
力
が

あ

る

こ

と

を

甜
り

J

確
信
す
る

放
で

あ

り
､

他

方
で

は
､

個
人

を

こ

え
る

あ

る

人

問
的

存
在

を

確
信
す
る

放
で

あ

る
｡

理

性
的
能
力
に

比
べ

れ

ば

た

し

か

に

感

覚
は

主

観
的
で

あ

り
､

個
人

を

こ

え
る

普
遍
的
人

間
性
ま

た

は

超
個
人

的
存
在
か

ら

み

れ

ば
､

個
人

的
脛

験
は

主

観
的

な
の

で

あ
る

｡

し
か

し

感
覚
の

中
に

封
象
的

な
る

も
の

へ

の

通
路

が

あ
■
る

こ

と
が

蔑
見
さ

れ

れ

ば
､

感
覚
は

個
人

的
で

は

あ

る

け

れ

ど

も
､

あ
る

意

味
で

は

客

観
的
で

あ
る

｡

そ

の

と

き

に

は
､

個
人

そ

の

も

の

も

個
人
の

も
つ

差
異
性
を

含
め
て

あ

る

意

味
で

客

観

的
に

な

る
｡

す

な
わ

ち
､

一

見
矛

盾
す
る

表
現
を

許

す
な

ら
､

主

観
的
で

あ

る

こ

と

が

客

観
的
と

な
る

の

で

あ

る
｡

主

観

性
は

そ

れ

白
身
で

あ

る

の

で

は

な

く
､

客
観
的
な

る

も

の

と

し
て

解
明
さ

れ

る

の

で

あ

る
｡

客

観
的
な
る

も

の

と

の

関
係
な

く

し
て

は

考
え

ら
れ

ぬ

も

の

と

な

る

の

で

あ

る
｡

こ

の

よ

う
に

主

観
的
で

あ
る

こ

と
が

客
観
的
に

解

明
さ

れ

え

た

ば

あ
い

に

は
､

た

だ

畢
に

､

主

観
的
な

も
の

を

盲
観
的
に

つ

か

む

の

と
は

ち
が

っ

た

つ

か

み

方
が

成
立

す
る

｡

感
覚
し

た

が
っ

て

経

験
は

客
観
的
に

つ

か

ま
れ

る
｡

感
覚
は

す
て

ら

れ

る

の

で

は

な

く

生

か

さ

れ

る

の

で

あ
る

｡

し
か

し

感

覚
か

ら

客

観
へ

の

通
路
が

蔑

見
さ

れ
､

感
覚
に

客
観
性
が

あ

る

意

味
で

興
え

ら

れ

る

と

し

て



r モて:こ
r‾一丁 苧㌢ア ワ ー ア軍 弔 で､ 準■､きユ■せ

=

■

野
;
丁

㌣
1` ∵て1

( 7 ) ジ ョ ン
ー

･ ロ
ッ ク

も
､

感
覚
は

そ

の

ま
1

客

観
で

は

な
い

｡

こ

の

こ

と

は

留
意
し

な

け
れ

ば

な

ら

な
い

｡

主
観
の

う
ち
に

客

観
へ

の

通
路
を

み

つ

け
る

こ

と

は
､

す
く

な

く
と

も
二

様
に

可
能
で

あ
る

｡

第
一

に
､

膠

而
上

学
的
に

客
観
を

措
定

し
て

､

そ

れ

が

主

観
に

働
き
か

け
る

と

す
る

形
で

あ

り
､

第

二

に
､

人

間
に

限
定

し

う
る

か

ざ

り

の
､

す
な

わ

ち
､

形
而
上

学

的
で

は

な
い

客
観
を

措
定

し
て

､

そ

れ

が

主
観
に

働
き
か

け
る

と

す
る

形
で

あ

る
｡

前
の

場
合
は

近
代

的
で

は

な
い

｡

後
の

場

合

は

近

代

的
で

あ

る
｡

経
験
の

新

し
い

概
念
と

結
び

つ

く
の

も

後
者
で

あ

る
｡

前
に

の

べ

た

こ

と

と

関
聯
さ

せ

て

の

ぺ

れ

ば
､

近

代
的
自
然
科

挙
に

よ
っ

て

解
明
さ

れ

た
､

し

た

が
っ

て
､

人

間
に

近
づ

き

う
る

客
観
の

作

用
と

し
て

こ

の

働
き
か

け

を

理

解
す

る

こ

と

に

よ

っ

て
､

経
験
の

新
し
い

概
念
が

え
ら

れ

る

の

で

あ
る

｡

こ

こ

で

は

経

験
は

､

た

ん

に

心

理

的
な

意

味
で

主

観
的
で

あ
る

の

で

は

な

く
､

賓
験
と

結
び

つ

い

た

意

味
で

主
観
的
な

の

で

あ

る
｡

賓
験
は

人

間

の

認
識
意
志
に

基
く

鮎
で

主

観
的
で

あ

る

が
､

客

観
的
秩
序
を

客

観
的
に

語
る

鮎
で

客

観
的
で

あ
る

｡

賓
験
に

ょ

っ

て

認
識
さ

れ

た

客
観
的
秩
序
は

人

間
か

ら
で

た

も
の

で

あ

る

け
れ

ど

も
､

人

間
を

包
ん

で

く
る

｡

人
間
の

軽

威

す

な

わ

ち
､

感

覚
贋
腰
は

貴
腐
約

に
､

客
観

的
な

言
葉
で

語
ら

れ

う
る

も
の

と

な
る

｡

た

だ

単
に

客

観
が

主

観
に

働
く
の

で

は

な

く
､

こ

の

働
き

自
身
を

客
観
的
秩
序

と

し

て

理

解

す
る

こ

と
に

よ

っ

て
､

主

観
的

感
覚
が

客
観
的

な

意

味
を

も
つ

こ

と

を

人

間
は

確
信
し

ぇ

た

の

で

あ

る
｡

客
観
的

秩
序
と

し

て

の

自
然
法

則
は
こ

の

と

き

は

ま

だ

古
典
的

物
理

畢
の

力

学
的
髄
系
で

あ
っ

た
｡

し
か

し
､

力

学
的

髄
系
の

中

で

感
覚
を

考
え

る

と

き
に

､

新

し
い

感
覚
概
念
が

も

た

ら

さ

れ

た

の

で

あ
る

｡

感
覚
は

意

識
と

し
て

､

そ

れ

自
身
と

し

て
､

完
結
し

た

も
の

と

し
て

考
え

ら

れ

る

の

で

な

く
､

力

学
的
に

解
明

さ

れ

る

べ

き

課
題
と

し
て

つ

か

ま

れ

る
｡

感

覚
が

最
初
の

も

の

な
の

で

は

な

く
､

そ

の

前
に

力

学
の

法

則
が

あ

る
｡

自

然

法
則
は

賓
験
に

基

く

自
然
の

敷
革
的
認
識
の

全

膿
で

あ

る
｡

自

然
汝
則
の

内

部
で

考

え

ら

れ

る

こ

と
に

よ

っ

て
､

感
覚
は

以

前
と

は

ち
が

っ

た

意
味
を

え

て

き

た

の

で

あ
る

｡

感
魔
が

感
覚
経
験
と

し
て

つ

か

ま
れ

る

よ

う
に

な
っ

た

と

す

れ

ば
､

経
験
は

こ

の

よ

う
に

し

て
､

単
に

主

観

的
意
識
と

し

て

つ

か

ま
れ

る

の

で

は

な

く
､

客
観
的
意

味
を

も
つ

も

の

と

し

て

つ

か

ま

れ

る

よ

う
に

な
っ

た

と

い

う

こ

と

が

で

き

る
｡

経
験
が

賓
験
と

結
び

つ

く
と

い

ゝ

う
る

の

は
､

こ

の

よ

う
な

解
繹
の

上
に

の

み

成
立

す
る

｡

▲7

感
覚
は

外

界
の

事
物
の

人

間
に

封
す
る

作
用
と

し
て

つ

か

ま

れ

朗

臣
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る
｡

作
用
の

法
則
は

カ
草
的
に

解
明

さ

れ

る
｡

す

く

な

く
と

も

解

明

さ

れ
ゝ

㌢

る

も
の

と

考
え

ら

れ

る
｡

こ

の

解
明
が

な
さ

れ

え

な
い

と

し
て

も
､

感
覚
は

客

観
の

相

関
者
と

し
て

つ

か

ま

れ

る
｡

す
べ

て

の

経
験
論
に

こ

の

構
造
が

あ
る

と

は

い

え

な

い

が
､

少

く

と

も
､

近
代
の

イ

ギ

㌢

ス

経
験
論
は
こ

の

よ

う
な

構
造

を

も
っ

て

い

る
｡

経
験
論
の

意
味
も
い

ろ
い

ろ
あ

る

が
､

ベ

ー

コ

ン

か

ら
ヒ

ユ

ー

ム

(
-

ご
ー

ー
宗
)

ま
で

の

イ

ギ

リ

ス

の

主
な

哲
畢
者
は

､

わ

ず
か

な

例
外
を

の

こ

し
て

､

す
べ

て

が

こ

の

L

う
な

経
験
の

概
念
を

も
っ

て

い

た
｡

論
語
を

必

要
と

す
る

け
れ

ど

も
､

す
べ

て

を

意
識
に

解

滑
し

た

と
い

わ
れ

る

ヒ

ユ

ー

ム

で

さ

え
､

こ

の

鋭
か

ら

そ

れ

て

は

い

な
い

と

考
え

ら
れ

る
｡

し

た

が
っ

て
､

ふ

つ

う
に

想
像
さ

れ

る

よ

う
に

､

イ

ギ

リ

ス

経
験
主

義
の

哲

畢
は

､

個
人

的
心
理

的

経
験

の

上
に

理

論
を

く
み

た

て

た

と

は

主

張
し

え

な
い

結
果
と

な
る

｡

経
験
の

上
に

理

論
を

く

み

た

て

た

と
い

う
の

は

全

面
的
に

誤
ま

り

で

あ
る

の

で

は

な
い

が
､

そ

れ

を

し

え

た
の

は
､

そ

の

根
砥
に

客

観
的
な

も
の

が

構
わ

っ

て

い

た

か

ら
で

あ
る

と

わ
れ

わ

れ

は

主

張

し

た

い

の

で

あ
る

｡

こ

の

よ

う
に

､

た

ん

に

客
観
的

秩
序
が

形
而
上

撃
的
に

存
在
し

て

そ

れ

が

主

観
に

働
き

か

け
る

と
い

う
の

で

は

な

く
､

人

間
に

測

り

う
る

も
の

と

し
て

客
観
が

存
在
し

､

そ

れ

が

主

観
に

働
き
か

け

謝

る

と

す

れ

ば
､

こ

う
し
て

え

ら
れ

た

感
覚
す

な

わ

ち

経
験
は

､

客

観
と

主

観
の

作
用
の

客
観
的
法

則
自
身
が

明

白

に

測

り

え

な
い

と

き
で

あ
っ

て

も
､

客
観
的
根
接
を

も
つ

も
の

と

考
え

ら
れ

､

主

観

的
経
験
そ

の

も
の

が
､

室

虚
で

は

な
い

も
の

と

し
て

､

考
察
の

封

象
と

な
る

｡

形

而
上

学
的
な

も
の

が

根
抵
に

あ

る

と

き
も

な
い

と

き

も
､

心

理

的
に

は

同

じ

経
版
で

あ

る

け
れ

ど
も

､

認
識
論
的

反

省
を

こ

れ

に

加
え

た

と

き
､

両

者
は

全

く

ち

が

っ

た

も

の

と

な

る
｡

前
の

ば

あ

い

は
､

経
験
を

の

り
こ

え
て

形
而
上

学
的
な

も
の

を
一

つ

か

む

た

め

に

経
験
が

考
え

ら
れ

る

が
､

彼
の

ば

あ

い

は
､

す

で

に

解
明

さ

れ

え

た

か
､

あ

る

い

は
､

解
明
さ

れ

う

る

も
の

と

要

請
さ

れ

て

い

る

に

止

ま
る

か

い

ず
れ

に

し

て

も
､

測
り

う
る

も
の

と

し

て

の

客
観
の

作
用

と

し
て

､

経
験
が

考
え

ら

れ

る
｡

す

な

わ

ち

経
験
が

解

明

さ

れ

る

の

で

あ

る
｡

認
識
は

確
固

と

し
た

足
場
を

経
験
に

見
い

だ

す
の

で

あ
る

｡

心

理

的
意
識
は

客

観
的
封
象
に

つ

な

が

る
｡

心

理

的
意
識
は

そ

の

基

倦
と

し

て

の

塞
魂
に

つ

な
が

る

の
.
で

な

く
､

感
覚
を

通
じ
て

客
観
的
封
象
に

つ

な

が

る

の

で

あ

る
｡

意
識
は

安
倍
化
さ

れ

ず
､

た

だ

あ

る

が

ま

1

の

意

識
と

し

て
､

い

わ

ば

現

象
主

義
的
に

つ

か

ま

れ

る
｡

し

た

が
っ

て

意
識
は

意
識
と

し

て

の

み

扱
わ

れ

う
る

｡

こ

こ

に
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心

理

主

義
が

成
立

す
る

し
､

経
験
主

義
の

一

般
的
に

考
え
ら

れ

が

ち

な

形
が

成
立

す
る

が
､

意

識
を

意

識
と

し

て

つ

か

み

う
る

の

は
､

そ

れ

を

形
而
上

畢
的
賓
健
化

せ

ず
に

､

客

観
的
封
象
へ

の

閥

聯
に

お

い

て

眺

め
た

と

き

に

の

み

意

味
が

あ

る

こ

と

を

忘
れ

て

は

な

ら

な
い

｡

､
意
識
の

こ

の

意

味
は

カ

ン

一

に

お

い

て

す

ら

保

存

さ

れ

て

い

る
｡

意
識
を

意

識
と

し
て

成
立

さ

せ

る

の

は

意
識
を

自

己

意
識
と

し
て

成

立

さ

せ

る

こ

と

で

あ

る
｡

意

識
を

あ

る

統
一

あ

る

も

の

と

し
て

､

限

定
さ

れ

た

も

の

と

し

て

つ

か

む

原

理
を

意

識
の

そ

と

に

求

め

る

こ

と

が

で

き

な
い

な
ら

､

そ

れ

は

意

識
自
身
の

意
識
で

な

け

れ

ば

な

ら
ぬ

か

ら
で

あ

る
｡

こ

の

と

き
に

も
､

こ

の

自

己

意

識

の

根
抵
に

な
に

も
の

か

を

要
請
す
る

こ

と

は

で

き
る

｡

し
か

し

そ

れ

は

な

に

で

あ

る

か

は

限

定
で

き

な
い

｡

し
か

し

統
一

と

し

て

は

自
己

意
識
で

あ

る

と

し
か

い

え

な
い

｡

か

り
に

意
識
の

自

己

限
定

と
い

う
こ

と

が

で

き
る

に

し
て

も
､

限
定

す
る

賓
髄
的
自

己
を

措

定

す
る

こ

と

は

で

き

な
い

｡

限

定
さ

れ

た

も
の

と

し
て

､

意
識
さ

れ

た

も
の

と

し

て

し
か

現
わ

れ

て

こ

な
い

｡

意
識
を

こ

の

よ

う
に

意

識
と

し

て
､

い

わ

ば
一

つ

の

存
在
領
域

の

よ

う

に

考
え
る

こ

と

に

平
行
し

て
､

意
識
を

客
観
的
に

限

定
し

ょ

う
と

す
る

操

作
が

行
わ

れ

る
｡

こ

の

よ

う
に

し

て

経

験
は

二

つ

の

面
を

も
っ

て

い

る
｡.

第
一

に

経
験
は

客

観
に

通
じ

て

い

る
｡

第
二

に

経
験
は

意
識
を

意

識
の

内

面
か

ら
と

り

あ

げ

て

い

る
｡

第
一

の

面
で

経
験
は

形

而
上

学
に

も

結
び

つ

く
と

同

時
に

賓
験
に

も

結
び

つ

く
｡

賓
験
に

結
び

つ

い

た

経
験
が

イ

ギ

リ

ス

経
験

論
の

経
験
で

あ

る
｡

し

た

が
っ

て

そ

れ

は

歴

史

的

概
念
で

あ

る
｡

経
験
主

義
の

哲
学
は

上
の

こ

と

か

ら

明

ら
か

で

あ

る

よ

う
に

唯

物

論
的
要
素
と

観
念
論

的
要
素
と

二

つ

を

あ

わ

せ

も
っ

て

い

る
｡

経
験
の

客
観
的
面

を

強

調

す
れ

ば

唯
物

論
的
で

あ

る

し
､

経
験
の

主

観
的
面

す

な
わ

ち
､

意

識
を

強
調

す
れ

ば

観
念
論
的
で

あ
る

｡

脛
験
主

義
の

哲
学
の

代

表

者
と

し
て

通

常
は

ロ

ッ

ク

が

あ

げ

ら
れ

る

が
､

感
覚
を

客
観
と
の

関
係
に

お

い

て

つ

か

も

う
と

す
る

と

こ

ろ
に

経
験
主

義
を

認
め

よ

う
と

す
れ

ば

近

世
の

イ

ギ

リ

ス

哲

学
は

ほ

と

ん

ど

そ

う
で

あ
っ

た

と

主

張
せ

ざ
る

を
え

な
い

｡

ベ

ー

コ

ン

は

観
念
を

強

調

し

な
か

っ

た

け
れ

ど

も
､

感
覚
か

ら

観
念
が

生

ず
る

と
い

う

経
験
論
の

根
本

思

想
を

う
ち

た

て

て

い

る

が
､

意

識
を

意

識
し

な
い

｡

ホ

ア

ブ

ズ

は

賓
験
の

概
念
を

意
識
し

な
い

け
れ

ど

も
､

そ

の

上
に

た

て

ら
れ

た

力

学
を

原
理

と

し
て

感

謝

l

.

.

き
払

臣
じ



さ■【■エ
ア
Y

､ トr す
r

-
′叩二 乍1 T

､
1
て マ1 声-､

1

一 橋論轟 第 四十
一

巻 第 四競 ( 10 )

ニ
㌣‾t
言

丁

.-
㌧T･ご-

?プチ■可

覚
を

完
全
に

物
理

学
的
に

つ

か

む
｡

心
理

的
諸
作
用
は

連

動
理

論

に

つ

ら
ぬ

か

れ

て
､

い

わ

ば

唯
物
論
的
に

､

合
理

論
的
に

つ

か

ま

れ

を
｡

観
念
は

彼
の

関
心

事
で

あ
る

け
れ

ど
も

､

観
念
の

意

識
と

し
て

の

性
格
よ

り
も

､

そ

の

道

動
理

論
的
性
格
が

つ

よ

く

意

識
さ

れ

る
｡

意
識
は
い

か

な

る

意

味
で

も
､

意

識
の

内

面
か

ら

解
明

さ

れ

て

い

な
い

｡

ロ

ブ

ク

は

感
覚
が

連
動

理

論
に

よ

っ

て

支
え

ら

れ

る

こ

と

を

承

認
し

な
が

ら
､

の

ち

に

詳

論
す
る

よ
>

㌢

に
､

そ

れ

を

ホ

ア

ブ

ズ

よ

り

も

精
密
化
し

て

つ

か

み

な

が

ら
､

感
覚
の

運

動
理

論
よ

り

も
､

感
覚
の

意

識
と

し
て

の

性
格
を

強
調

す
る

｡

し
た

が

っ

て

ロ

ッ

ク

で

は

唯
物
論
的
要
素
と

観
念

論

的

要

素
が

共

存

す

る
｡

経
験
主

義
が

も

し

そ

の

二

つ

の

要
素
を

､

い

ず
れ

か
一

方

を

強
調

す
る

こ

と

な

く
､

或
は

､

意

識
す
る

こ

と

な

く

含
む

理

論
で

あ
る

と

す
る

な

ら

ば
､

ロ

ブ

ク

は

最
も

正

し

く

∵

経

験
主

義
の

哲

聾
者
と

い

わ

れ

る

で

あ

ろ

う
｡

バ

ー

ク

リ

で

は

形
而
上

学
的
な

も

の

と

意

識
と

は

結
び

つ

く

が
､

ロ

ッ

ク

ま
で

登

展
し

て

き

た

感

覚

の

客
観
へ

の

通

路
は

と

ざ

さ

れ

る
｡

経
験
の

意

識
性
だ

け

が

強

調

さ

れ

る
｡

彼
だ

け
は

経
験
主

義
の

わ

れ

わ
れ

の

理

解

す
る

形
の

外

に

あ

る
｡

し
か

し
､

意
識
の

問
題
の

蜃
展
が

経
験
論
の

嶺
展
と

み

る
べ

き
で

あ
る

な

ら

ば
､

の

ぞ

か

れ

る

べ

き

哲
学
者
で

は

な
い

｡

ヒ

ュ

ー

ム

は

意
識
の

問
題
を

さ

ら
に

内

面

化

し

て

愚

展
さ

せ

た

と

考
え

ら

れ

る

が
､

バ

ー

ク

リ

と

は

ち

が
っ

て
､

感
覚
の

客

観
へ

の

■
畑?

U

通
路
を

拒
ん

で

は
い

な
い

｡

こ

の

こ

と

は

通

常
の

ヒ

ユ

ー

ム

解
繹

と

は

ち

が
っ

て

い

る

が
､

こ

こ

で

は

論
語
す
る

い

と

ま
が

な
い

｡

イ

ギ

リ

ス

経
験
論
を

こ

の

よ

う
に

眺
め

て

く

れ

ば
､

経
験
の

根

抵
に

客
観
へ

の

通
路
を

蔑

見
す
る

の

で

あ

る

が
､

客
観
へ

の

通
路

の

意

味
は

さ

ら
に

二

様
の

解

繹
を

う
む

｡

第
一

に
､

客
観
的

世

界

す
な
わ

ち

封
象
の

全

膿
は

主
観

的
で

あ

る

経
験
で

構

成
さ

れ

る

と

解
繹
さ

れ

る
｡

こ

の

と

き
に

は

客
観
が

主

観

化
さ

れ

る

の

で

あ

る
｡

こ

れ

は

通
常
の

解
繹
の

方

向
で

あ

る
｡

第
二

に
､

主

観
的

世

界
が

客
観
的
に

構
成
さ

れ

る

の

で

あ
る

｡

主

観
が

客
観
化

さ

れ

る

の

で

あ

る
｡

人

間
は

客
観
化

さ

れ

る
｡

イ

ギ

リ

ス

経
験
論
は

人

間

の

客
観
化
の

理

論
と

い

う
こ

と
が

で

き

る
｡

こ

れ

は

経
験
と

い

う

概
念
が

主

観
性
を

も
つ

こ

と

か

ら

み

れ

ば
､

奇

異

な

結

論
で

あ

る
｡

し
か

し
こ

の

後
の

方
の

解
繹

を

ゆ
る

さ

な

け
れ

ば
､

正

し
い

経
験

論
の

意

味
が

見
失
わ

れ

る
｡

第
一

の

解
繹
の

線
は

カ

ン

ト

に

ま
で

の

び

て

い

る
｡

し

か

し

カ

ン

ト

を

批
評
し
ょ

う

と

す
る

と

き

に

は
､

こ

の

線
に

そ

っ

て

考
え

て

は

そ

れ

は

で

き

な
い

｡

そ
■の

た

め

に

は

ど

う
し
て

も

第
二

の

解

渾
の

線
が

必

要
で

あ
る

｡

わ

れ

わ

れ

が

こ

の

論
文
で

明

ら
か

に

し
よ

う
と

し

た

も
の

は
､

主

観
的
な

る

も

の

を

規
定

す
る

こ

と

で

あ
っ

た
｡

第
一

■
の

簸
で

は

軽
巌
の

意



巧

識
性
す
な
わ

ち

内
面

性
が

強

調

せ

ら
れ

､

客
観
的
世

界
が

主

観
的

悟
性
概
念
に

よ

っ

て

構
成

さ

れ

る

と

い

う
カ

ン

ト

的
主

観
が

最
後

の

も
の

と

し

て

成
立

す
る

｡

主

観
に

そ

の

意

味
が

あ

る

こ

と

は

拒

む
こ

と

は

で

き

な
い

｡

第
一

一

の

線
で

は

こ

れ

と

は

ち

が
っ

た

主

観

が

成
立

す
る

こ

と

を
､

こ

こ

で

明

ら
か

に

し

た

い

の

で

あ

る
｡

経
験
に

客
観
へ

の

通

路
が

あ

る

こ

と

か

ら
､

感
覚
に

客
観
的

意

味
が

あ

る

こ

と

は

す
で

に

の

べ

た
｡

こ

こ

で

は

そ

れ

を

く

り
か

え

そ

う
と

し
て

い

る

の

で

は

な
い

｡

す

す
ん

で
､

感
覚
を

客
観
化

す

る

こ

と

か

ら

感
覚
の

玉

髄
す

な
わ

ち

人

間
そ

の

も

の

を

客
観
化

す

る

思

想

過

程
を

明
ら

か

に

し
た

い

の

で

あ

る
｡

( 1 1 ) ジ ョ ン
･ ロ

. ァ タ

経
験
主

義
的
に

感

覚
か

ら

感
覚
主

膿
を

考
え

よ

う
と

す
る

と

き

二

つ

の

困

難
が

あ

る
｡

第
一

に

経
験
主

義
の

内

在
性
か

ら

み

て
､

意
識
の

基
債

∽
亡

旨
s

t

岩
t

日

日

を

求
め

る

こ

と

は

意

識
の

賓
饅
化

で

は

な
い

か

と
い

う

疑
問
が

嘗
然
に

生

じ

て

く
る

｡

意

識
を

意

識

自
身
と

し

て

つ

か

む
の

が

内

在

性
の

原
理

で

あ

る

な

ら
､

ヒ

ユ

ー

ム

に

お

い

て

明

ら
か

に

さ

れ

る

よ

う
に

､

意

識
を

さ

さ

え
る

賓
燈

と

し
て

の

意

識
は

成
立

し

え

な
い

｡

賓
膿
的
に

つ

か

ま

れ

た

と

考

え

ら
れ

る

も

の

も

茹
局

は

意

識
で

あ
っ

て
､

そ

の

意

識
の

貴
慣
性

が

さ

ら

に

追
及
さ

れ

ね

ば

な

ら
ぬ

｡

こ

の

方
向

で

は

不

可

能
で

あ

る
｡

ヒ

ユ

ー

ム

の

｢

人

性
論
+

に

お

い

て

こ

の

こ

と

は

明

ら
か

で

あ

る
｡

ヒ

ユ

ー

ム

の

困

難

を

救
お

う
と

す
る

カ

ン

ト

の

先

験
的

統

覚
t

↑

P

ロ
S

N

e

ロ
d

e

β
t

巴
e

A

宅
e

→

N

e

官
ど
n

は

た

し
か

に

意

識
を

資

慣
化

す
る

こ

と

な

く
､

意

識
の

内

在
的
統

一

の

原

理

を

興
え

う
る

け

れ

ど

も
､

認
識
の

客

観

的

安

富
性
の

根
擾
を

明

ら
か

に

す
る

だ

け

で
､

感
覚
主

髄
の

問

題
を

解
決
し

な
い

｡

認
識
主

観
の

概

念
を

明
ら

か

に

は

す
る

が
､

経
験
的
主

観
の

概

念
を

明

ら

か

に

し

な

い
｡

先

験
的
統
覚
に

う
ら
づ

け

ら
れ

て

経
験
的

統
覚
が

成
立

し
､

経
験
的
統

覚
と

は

経
験
的
自

我
の

統
一

的

意
識
で

あ

る

と

論
ず
れ

ば
､

先

験
的

統
覚
に

感
覚
主

鰹
を

間
接
的
に

求
め
る

こ

と

は

で

き

る

と

も
い

ゝ

え

よ

う
｡

し
か

し

そ

れ

は

そ

の

ば

あ
い

､

感
優
に

闘

聯
し

な
い

と

き
で

も

成
立

し

う
る

も

の

で

あ

っ

て
､

感
覚
に

即
し

た

感
覚
の

圭

膿
を

つ

か

む
に

は

あ

ま

り
に

も

先

験
的
で

あ

り

す
ぎ

る
｡

経
験
主

義
的
に

感
覚
主

髄
を

求
め

る

と

き
に

は
､

い

ず
れ

に

し

て

も
､

意

識
の

立

場
を

全

く

超
越
す
る

こ

と

は

で

き

ず
､

し
た

が

っ

て
､

統
覚
を

無
視
す
る

こ

と

は

も

ち

ろ

ん

で

き

な
い

｡

感
覚

主

催
を

求
め
る

こ

と

は

意
識
の

形
而
上

寧
的
賓
倍
化

を

求
め
る

こ

と

で

は

な
い

｡

あ

く

ま
.
で

意

識
の

内
部
に

止

ま

り

な
が

ら
､

主

髄

ィ

･⊥

の

問
題
を

考
え

な

け
れ

ば

な
ら

ぬ
｡

こ

こ

に

弟
一

の

困

難
が

あ

ぶ
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･､ モ

る
｡

第
二

に
､

感
覚
に

お

い

て

客

観
へ

の

通
路
が

あ

る

こ

と

か

ら
､

感

覚
は

客
観
的
な
る

も
の

と

し

て

つ

か

ま
れ

る

が
､

･
客
観
的
な
る

も

の

は

そ

の

ま
1

客
観
で

は

な

く
､

感

覚
を

客
観
化

す
る

こ

と

が

も

し

も

完
全

に

行

わ

れ

る

な
ら

ば

感
覚
は

意
識
と

し
て

は

滑

滅
す

る
｡

す
な

わ

ち

感

覚
に

お

け
る

客
観
性
の

極
限

は

な
お

意

識
に

つ

な
が

ら

ね

ば

な
ら
ぬ

｡

し

た

が

っ

て

感
覚
の

客
観
化

に

は

限

界
が

あ

る
｡

主
慣
を

求
め

な
が

ら

求
め

ら
れ

た

も

の

は

貴
慣
で

あ

る

こ

と

は

で

き

ず
､

意
識
を

客
観
化

し

な
が

ら
そ

れ

を

完
全
に

は

客
観

化
し

え

な
い

と

こ

ろ
に

困
難

が

か

ん

じ

ら
れ

る
｡

経
験
主

義
が

前

に

の

ぺ

た

よ

う
に

､

二

つ

の

理

論
を

一

方
に

偏
る

こ

と

な

く

含
も

う
と

し

た

よ

う
に

､

客
観
化
さ

れ

た

意

識
の

主

僅
を

考
え

る

試
み

は
､

原
理

的
に

は

臭
っ

て

い

る

二

つ

の

方

向

を

あ
る

観
鮎
か

ら

含

も

う
と

す
る

と

い

う
こ

と

が

で

き

る
｡

そ

の

観
鮎
は

経
験
で

あ

る
｡

経
験
は

感
覚
で

は

あ

る

が

感
覚
圭

鰻
の

経
験
で

あ

る
｡

感
覚
は

外

界
の

封
象
の

運

動
と

考
え

ら

れ

る

が

運

動

そ

の

も

の

で

は

な

く
､

そ

の

結
果
で

あ
る

｡

ホ

ァ

ブ

ズ

は

封
象
か

ら
の

一

貫
し

た

運

動
理

論
の

中
で

感

覚
な

ら
び

に

そ

の

残
像
と

し
て

の

観
念
を

苧
ぺ

る

け

れ

ど

も
､

ロ

ッ

ク

は
､

物
質
の

第
一

性
質
と

第
二

性

質
と

を

直
別

す
る

形
に

お

い

て
､

封
象
の

運
動
と

感
覚
と

を

直
別

す
る

｡

戊っ
J

物

質
と

物
質
と

の

関
係
と

し
て

の

運
動
と

､

物
質
と

感
覚
圭

髄
と

の

関
係
と

し

て

の

感
覚
は

二

つ

の

別
の

概
念
で

あ

る
｡

感

覚
は

た

ん

な
る

一

般
的

運

動
で

は

な

く
､

あ
る

圭

髄
の

経
験
で

あ

る
｡

.

第

一

性
質
と

第
二

性
質
と

の

直

別

の

正

常
性
が

論
理

的
に

支

持
し

う

る

か

ど

う
か

は

別
に

こ

れ

を

論
じ

な

け

れ

ば

な

ら
ぬ

け
れ

ど

も
､

第
二

性
質
を

考
え
る

の

で

な

け

れ

ば
､

少

く

と

も
ロ

ッ

ク

の

理

論

は

整
合

性
を

失
っ

て

し

ま

う
｡

感
覚
理

論
の

近

代

的

操

作
を

う

け

つ

ぎ

な

が

ら
､

外

界
の

封
象
の

感
覚
に

は

そ

れ

を

十

分
に

利

用

し
､

感

覚
圭

健
の

限

定
､

す
な

わ

ち

感

覚
圭

燈
の

自
己

感

覚
に

は
､

別
な

操
作
を

行

う
の

で

あ
る

｡

別

な

表
現
を

す
れ

ば

運

動
と

感
覚

と

は

別
な

も

の

で

あ

り
､

そ

の

結
合
の

仕
方
や

理

由
は

前

提
は

せ

ら
れ

る

が

澄
明
は

せ

ら

れ

な
い

｡

し
か

も
､

心

理

現

象
の

直

接
的

所
典
で

あ

る

経
験
か

ら
､

一

方
に

は

外

的
に

客
観
的

方
向

に

封

象

が
､

他

方
に

は
＼

内

的
に

主

観
的
方

向
に

感
覚
経
験
と

し

て

の

意

識
が

み

ち
び

き
だ

さ

れ

る

の

で

は

な
い

｡

外

的
封
象
と

感
覚
主

慣

と

が

同

時
に

客
観
的

な

も
の

と

し

て

前
提
さ

れ

る

の

で

あ

る
｡

外

界
が

感
覚
さ

れ

る

の

は

外

界
が

感
覚
に

吸

収

さ

れ

つ

く

す
の

で

は

な

く
､

内

的
な

も

の

と

し
て

の

感
覚
に

封
應

す
る

む
の

と

し
て

の

な
に

も
の

か

を

そ

の

外

に

の

こ

す
の

で

あ

る
｡

同
じ

ょ

う
に

内

界
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す
な
わ

ち

感

覚
圭

慣
が

感

覚
さ

れ

る

の

は
､

感
覚
に

封
應

す
る

も

の

と

し
て

あ

る

圭

膿
が

の

こ

る

の

で

あ

る
｡

外

的
封
象
が

あ

る

圭

髄
に

は

た

ら

く
と

き

に

感

覚
が

あ

る

と

考

え
て

い

る

の

で

あ

る

か

ら
､

感
覚
を

感
覚
の

内

面

か

ら
､

す

な
わ

ち
､

意
識
の

内

面

か

ら

意
識
し
て

い

る

と

き

で

も
､

そ

の

意

識
を

自
己
の

限

定
と

し

て

も

つ

主

髄
を

見
て

い

る

の

で

あ
る

｡

し
か

も
こ

の

主

髄
は

超
越
的
主

催
で

は

な

く
､

ま

た

形

而
上

畢
的
茸
髄
で

は

な

く
､

外

界
の

封
象

が
､

そ

れ

に

働
い

て

感
覚
を

生

ず
る

､

い

わ

ば

感
覚
に

即
し

た

感

覚
玉

髄
で

あ

る
｡

外

界
の

封

象
が

は
た

ら
き

か

け
る

｡

そ

れ

は

他
の

外

界
の

封
象

に

封
す
る

は

た

ら

き
か

け
と

同

じ
な

の

で

あ

る
｡

こ

の

は

た

ら

き

は

感
覚
主

髄
に

は

感

覚
を

生

じ
さ

せ

る

の

で

あ

る
｡

こ

の

限

り

に

お

い

て

感
覚
を

考

え
れ

ば

感
覚
の

形

而
上

撃
で

あ

る
｡

し
か

し
､

こ

の

は

た

ら

き

が

力

学
的
に

考
え

ら
れ

て

い

る

限
り

た

ん

な

る

形

而
上

畢
で

は

な
い

｡

感
覚
の

力

挙
が

考
え

ら

れ

て

い

る

の

で

あ

る
｡

感
覚
の

力

畢
の

相

関
者
と

し
て

封
象
と

感

覚
主

饅
が

考
え

ら

れ

る
｡

感
覚
の

封
象

､

封
象
か

ら
の

人

間
に

封
す
る

力

学
的
な

作

用
､

そ

し
て

感
覚
経
巌

､

そ

の

圭

膿
と

し
て

の

感
覚
圭

髄
は

関
連

し

て

い

る

け

れ

ど

も
は
っ

き

り

と

直
別

し

う
る

概
念
で

あ

る
｡

感

覚
に

よ
っ

て

値
切

ら
れ

た

世

界
が

他
と

闇
塵
ほ

あ
る

に

し
て

為
､

/

一l

そ

れ

自
身
と

し

て

限

定

さ

れ

う
る

の

で

あ

る
｡

し
か

も
こ

の

関
連

は

異
質
的
で

あ
っ

て
､

連

績
的
で

は

な
い

｡

外

界
か

ら

内

界
へ

の

連

頒
を

考
え
た

の

は

ラ

イ

プ
ニ

ッ

ツ

で

あ

っ

た
｡

感
覚
は

意

識
さ

れ

る

と

き

も
あ

る

し
､

意

静
さ

れ

な
い

と

き
も

あ

る
｡

意

識
さ

れ

な
い

感
覚
は

､

感
覚
づ

れ

え

な
い

知
覚
と

し
て

微
小

知
覚
と

よ

ば

れ

る
｡

微
小

知
覚
の

概
念
を

入

れ

る

こ

と

に

よ

っ

て
､

ラ

イ

ブ
ニ

グ

ッ

は

物

質
と

精
神
と

の

連

横
を

澄
明

し

ょ

う

と

し
た

｡

彼
は

ま

た

こ

の

見

方
か

ら
ロ

グ

ク

の

悟
性
論
を

批

判

し

た
｡

ラ

イ

プ
ニ

ッ

ツ

の

こ

の

解

繹
の

理

論
的

債

値
は

正

し

く

許

債
さ

れ

な

け
れ

ば

な
ら

ぬ

が
､

こ

の

理

論
が

完
全
に

形
而
上

学

的
で

あ
る

こ

と

は

強

く

指
摘
さ

れ

ね

ば

な

ら
ぬ

｡

ラ

イ

ブ

ニ

フ

ツ

の

微
小

知
覚
は

か

れ

が

感

覚
の

問
題

性
を

意

識

し

て

い

る

こ

と

を

示

す
が

､

生

命
が

世

界
の

本

質
で

あ
る

と

す
る

形
而
上

学
の

上

に

組
み

た

て

ら
れ

る

が

放
た

､

感

覚
の

形

而
上

学

的

解

明
に

終
っ

て

し

ま

う
｡

感
覚
は

極
限
に

お

い

て

無

感

覚
と

連

凛
し

て

し

ま

う
｡

ロ

ブ

ク

の

感
覚
は

物
質
と

関
連

は

す
る

け
れ

ど

も
､

そ

れ

と

は

全

く

別

な

も
の

で

あ
っ

て
､

そ

れ

と

連

壊
し
て

い

る

と

は
い

え
な
い

｡

ラ

イ

プ

ニ

ッ

ツ

は

個
を

全

鰹
の

中
に

位

置
づ

け
よ

う
と

す
る

が
､

ロ

ブ

ク

は

全

僚
を

意

識
し

な

が

ら
､

個
の

意

識
を

そ

れ

か

ら

切

り

ほ

な

し
､

個
の

内

側
か

ら

み

ょ

う
と

す
る

｡

淵
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偲
が

猪
立

す
る

｡

し
か

し

最
後
的
に

は

す
べ

て

の

関
係
を

､

意

識

を
こ

え

た

と

こ

ろ
で

､

す
な
わ

ち
､

紳
に

お

い

て

統
一

す
る

｡

す

な

わ

ち
ロ

ッ

.
ク

は

最

後
的
調

和
を

理

論
の

後
ろ

に

か

く

し
て

お

い

て
､

F
日

日
p

ゴ

ロ
口
血

b

誌
t

空
ロ

d
i

n
g

を

問
題
と

す

る

の

で

あ
る

｡

か

れ

が

世

界

的
連

績
を

無

税
す
る

の

は

そ

の

存
在

を

香
定

す
る

が

た

め

で

は

な

く
､

連
績
の

一

部
分
を

切

り

と

っ

て
､

そ

の

部

分
を

そ

の

地

平
に

お

い

て

明

ら
か

に

す
る

こ

と

を

人

間

悟

性
の

任

務
と

し
､

か

り

に

あ

る

と

し
て

も

達

席
の

原
理

そ

の

も
の

を

明

ら
か

に

し
よ

う
と

は

し

な

か
っ

た

が

た

め

で

あ

る
｡

感
覚
は

こ

の

意

味
で

は

二

重
に

客
観
的

な

意

味
を

含
ん

で

い

る
｡

第
一

に

紳
が

そ

れ

を

支

え
て

い

る
｡

第
二

に

物
理

畢
的

秩
序

が

そ

れ

を

支
え

て

い

る
｡

第
一

と

第
二

と

が

矛
盾
す

る

か

ど

う
か

は

か

れ

の

問
題
で

は

な

か
っ

た
｡

ま
た

物
理

学
に

矛

盾
す
る

も
の

は

か

れ

は

と

ら

な

か
っ

た
｡

し
か

し

同

時
に

物
理

学
で

意

識

す

な
わ

ち
こ

の

ば

あ

い

感

覚

を

説
明

し

き
る

こ

と

は

し

な

か
っ

た
｡

か

れ

の

意

識
の

地

平
は

物

理

的

理

論
に

媒
介
さ

れ

な

が

ら
､

な

お

白
身
の

領
域
を

む
っ

た

の

で

あ

る
｡

意

識
の

濁
白
の

地

平

に

お

い

て

感
覚
意

識
が

成
立

す

る
｡

こ

う
し
て

感

覚
圭

髄
は

物
質
に

封
立

す
る

も
の

と

し
て

成
立

す
る

の

で

あ

る
｡

ラ

イ

ブ

ニ

フ

ツ

や

デ

カ

ル

ト

か

ら
こ

の

鮎
で

は

き
び

し

く
ロ

㌢

ク

を

分
け
る

こ

と

が

で

き
る

｡

感

覚
主

健
と
い

う

概
念
は

も

ち

ろ
ん

ロ

ッ

ク

に

は

存

在

し

な

い
｡

か

れ

は

た

だ

人

間
が

感
覚
す
る

と
い

う
だ

け
で

あ

る
｡

か

れ

の

人

間
が

上

に

の

ぺ

た

感

覚
主

慣
で

あ

る

こ

と

を

明

ら

か

に

し

た

い

た

め
に

こ

の

概
念
を

用
い

て

き

た

の

で

あ

る
｡

感
覚
主

鰹
は

封

象
と

は

別

な

領
域
に

ぞ

く
し

な

が

ら
､

同

時
に

そ

れ

と

連

結
し

て

い

る
｡

別

な

言
い

方
を

す
れ

ば
､

封
象
と

同

じ

原

理
の

上

に

立
っ

て

い

る
｡

だ

か

ら
こ

そ

圭

髄
と
い

わ

れ

う
る

の

で

あ

る
｡

物
質
の

構

造
が

物
理

畢
的
に

つ

か

ま
れ

る

よ

う
に

､

人

間

自

身

が

物
理

学

的
た
つ

か

ま

れ

る
｡

感

覚
の

壬

燈
的

意

識
面
だ

け

で

は

人

間
は

物

理

撃
的
に

つ

か

ま

れ

な
い

け

れ

ど

も
､

人

間
を

感

覚
の

封
象
と

し

て

み

た

と

き
に

物
理

畢
的

に

つ

か

ま
れ

る
｡

感
覚
の

意

識
の

中

に

で

も
､

感
覚
が

物
理

的
に

う
ら
づ

け

う
る

鮎
で

､

感
覚

主

燈
を

漁
想

し

う
る

こ

と

を

上

に

の

べ

た

が
､

そ

れ

と

は

別

な

意

味
で

､

人

間
は

感
覚
封
象
と

し

て

客
観
化
さ

れ

る
｡

客
観
化
さ

れ

た

す
な

わ

ち

肉

倍
化

さ

れ

た

人

間
七

､

感
覚
玉

髄
と

し
て

の

人

間

は

同
一

で

あ
る

と

考
え

ら
れ

る
｡

感
覚
主

債
は

肉
髄
的
人

間
で

あ

る
｡

そ

れ

は

た

だ

人

間
と

し
て

の

べ

ら

れ

て

い

る
｡

感
覚
主

髄
上

し
て

の

人

間
の

圭

慣
性
は

､

ま

だ

自
覚
的
で

は

な

3 上着
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い
｡

主
慣
性
は

た

だ

統
覚
と

し

て

し

か

成
立

し
て

い

な
い

¢

こ

の

と

き

の

統

覚
は

カ

ン

ト

の

先

験
的
統
覚
に

近

く
､

圭

慣
が

自

己
を

そ

の

地

平
に

お

い

て

意

識
し
て

い

な
い

｡

感

覚
の

封
象
を

意

識
の

か

な
た

に

も

ち

な

が

ら
､

封
象
の

封
應
者
と

し
て

の

自
己

を
､

い

わ

ば

理

性
的
に

要
請
し
て

い

る

に

す
ぎ

な
い

｡

も

ち

ろ

ん

他
の

人

間
を

感

覚
の

封
象
と

し
て

つ

か

み
､

そ

の

人

間
と

主

鰻
的
な

自

己

と

の

人

間
と

し

て

の

同
一

性
を

要
請
す
る

こ

と

は

で

き

る
｡

そ

の

と

き
は

人

間
を

内
面

か

ら

と

同

時
に

外
面

か

ら
つ

か

ん

で

い

る

の

で

あ
っ

て
､

内

面
か

ら

だ

け
で

つ

か

ん

で

い

る

の

で

は

な
い

｡

感

覚
主

髄
と

し

て

の

人

間
は

ま

だ

圭

膿
的
に

は

正

し

い

自

覚
に

は

も

た

ら
さ

れ

な
い

｡

し

か

し

感

覚
的

圭

鰻
の

概
念
に

お

い

て

主

観
的

意
識
の

客
観
化
の

可

能
性
を
よ

み

と

る

こ

と

が

で

き

る
｡

自
覚
は

意

識
の

問
題
で

あ
っ

て

存
在
の

問
題
で

は

な
い

｡

ロ

ッ

ク

は

存
在
を

意
識
に

先

行
さ

せ

な
が

ら
､

存
在
と

意
識
と
の

原

理

的
関
係
を

解
明

し

ょ

う
と

は

試
み

な
い

で
､

存
在
を

前
提
し

た

上

で

の

意

識
の

問
題
を

解
明

し

ょ

う
と

し
て

い

る

の

で

あ

る
｡

し
か

も

意
識
の

分
析
に

嘗
っ

て

は

形

而
上

学
へ

に

げ
こ

ま

な
い

で
､

忠

賓
に

意

識
の

立

場
を

守
る

｡

こ

の

立

場
か

ら

み

れ

ば

感

覚
主

髄
の

意
識
は

た

だ

感

覚
で

あ

る
｡

感

覚
壬

燈
の

概
念
は

存
在
論
的
反
省

を

加
え

た
上

で

の

わ

れ

わ

れ

の

概
念
で

あ
る

｡

主

観
性
の

意
識
は

む

し

ろ

感
情
に

さ

ら

に

鮮
明
に

現

わ

れ

る
8

大

童
観
性
は

前
に

の

べ

た

よ

う

に
､

内

面

肘
な

､

白
餞

的
な

は

た

ら

き
か

ら
生

じ
て

く
る

｡

感

覚
に

お

い

て

は

こ

の

は

た

ら

き

は

明

ら
か

で

は

な
い

｡

感
覚
に

お

け

る

主

観
性
は

む

し
ろ

､

う
け

と

る

は

た

ら

き
で

あ

る
｡

客

観
的
封
象
の

作
用
に

封
す
る

反

作
用
で

あ

る
｡

反

作
用
は

物
理

学
的

作
用
で

あ
っ

て
､

意
識
的
な

感

覚
と

は

異

質
的
で

あ

る

と

考
え

る

の

が

ロ

ッ

ク

で

あ
る

｡

し
か

し
こ

こ

で

は

人

間
的
反

作
用
で

あ

っ

て
､

自
己
の

反

作
用

は

な
い

｡

自
己
を

意

識
し

た

反

作
用
は

な
い

｡

感

情
は

自

己

意

識
で

あ

り
､

自
己

の

状
態
の

意
識
で

あ

る
｡

こ

れ

に

封
し
て

感

覚
は

封
象
の

意

識
で

あ

る
｡

感

覚
と

感
情
を

純
粋

に

直
別

す
る

こ

と

は

正

し

く

な
い

よ

う
に

思
わ

れ

る

が
､

自
己

意

識
の

面

か

ら

み

れ

ば
､

こ

の

よ

う
に

い

え

る
｡

感

覚
は

多
様
で

､

お

し
つ

け
て

く
る

｡

感
情
は

感

覚
の

多
様
性
に

そ

の

ま
1

で

は

應

じ

な
い

｡

感

情
は

感
覚
の

多
様
性
に

は
､

直

接

的

に

は

無

関

係

に
､

自
己

を

あ

ら

わ

す
｡

と
い

う
よ

り
も

､

感

覚
の

多
様
に

封
す

る

自
己
の

態

度
を

意
識
す
る

こ

と

が

感
情
で

あ

る
｡

自
己

は

も

ち

ろ
ん

感
覚
的

圭

慣
と

し
て

は

感
覚
と

は

全

く

無
関
係
で

は

あ

り

え

3 J 5
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な
い

が
､

圭

髄
の

状
態
の

意

識
と

し
て

は
､

感

情
は

感

覚
と

呼
應

し

な
い

｡

感
情
を

尖

端
と

し
て

玉

髄
は

自
己
を

あ

ら

わ

す
｡

感
情

は

圭

膿
の

統
一

的
意

識
で

は

な
い

け

れ

ど

も
､

そ

の

尖

端
で

あ

る
｡

ど
の

哲
学
者
の

ば

あ

い

で

も

そ

う
で

あ
っ

た

よ

う
に

､

感

情

は
二

つ

の

相

反

す
る

方

向
を

も
っ

て

い

る
｡

そ

れ

は

快
楽
と

苦
痛

で

あ

る
｡

感
覚
も
二

つ

の

方

向
を

も
つ

と

考
え

ら
れ

る

が
､

そ

れ

は
､

そ

れ

を

う

け

と

る

か
､

香
か

で

あ
っ

て
､

す
な

わ

ち

意

識
す

る

か

し

な
い

か

で

あ
っ

て
､

感
情
の

二

つ

の

意
識
と

は

明

ら
か

に

直
別
さ

れ

告

さ

き

に

は

感
覚
主

催
が

感
覚
封
象
に

封
應
し

た

よ

う
に

､

こ

こ

で

は
､

主

髄
的
意
識
が

､

す
な
わ

ち

感

情
が

感
覚
の

多
様
に

封
應
す
る

｡

感
覚
に

お

い

て

は

意

識
の

主

慣
性
は

感
覚
の

多
様

性
に

お

1

わ

れ

て

い

る

が
､

こ

こ

で

は
､

そ

の

多
様
性
に

重

な
っ

て
､

封
象
と

は

別
の

渡

泉
か

ら

生

じ

た

も
の

と

し
て

､

す
な

わ

ち
､

白
蟄
的

､

内

的
な

も
の

と

し
て

自
己
を

あ

ら

わ

し

て

く
る

｡

存
在
論
的

に

い

え

ば
､

感
覚
主

催
と

感

情
の

主

饅
は

同
一

で

あ

る

が
､

意

識
の

面
で

は
､

玉

髄
の

意

識
は

感
情
に

あ

ら

わ

れ

る
｡

感
情
に

主

慣
性
の

意

識
が

あ

ら
わ

れ

る

と

考
え

ら

れ

る

の

で

あ

る

が
､

ロ

γ

ク

は

壬

慣
性
の

意

識
自
身
を

問
題
と

し

て

い

な
い

か

ら
､

こ

う
い

う
た

め

に

は
ロ

ッ

ク

を

吟
味
し
て

み

な
け

れ

ば

な

ら

な
い

｡

∵

わ

れ

わ
れ

と
ロ

ッ

ク

と

は

こ

の

鮎
に

つ

い

て

問
題
意

識
が

ち

が

捕

っ

て

い

る
｡

わ

れ

わ

れ

は

ロ

ブ

ウ

に

よ
っ

て

経
験
的

主

観
の

概
念

を

確
立

し

た

い

と

考
え

て

い

る

の

で

あ

る

が
､

ロ

ッ

ク

は

直
接
に

は

そ

れ

を

目

ざ

し

て

い

な
い

｡

主

観
性
の

概
念
を

明

ら
か

に

の

べ

て

い

る

悟
性
論
で

は
､

主

観

性
の

構
造
が

問
題
と

さ

れ

て

い

る

の

で

は

な

く
､

の

ち

に

く

わ

し

く
の

ぺ

る

よ

う
に

､

す
べ

て

の

意
識
が

平
面

的
に

並
べ

ら

れ

て
､

す
べ

て

が

観
念
と

し

て

と

り

あ

げ

ら

れ
､

そ

の

限

り
に

お

い

て

と

り

扱
わ

れ

る

の

で

あ

る
｡

感
情
は

感

覚
と

同

じ

く

観
念
で

あ

る

か

ら
､

悟

性
論
で

は

と

り

あ

げ
ら

れ

る

が
､

感

情
の

観
念
性
が

と

り

あ

げ

ら

れ

る

の

で

あ
っ

て
､

感
情
の

主

観
性
自
身
が

問
題
と

は

な

っ

て

こ

な
い

｡

主

観

性
は

観
念
の

起

源
を

論
ず
る

章
に

か

ん

た

ん

に

扱
わ

れ

る
｡

主

観
性
が

問
題
で

は

な

く

観
念
性
が

問
題
で

あ
っ

た

か

ら
で

あ
る

｡

悟
性
論
第
二

奄

第
一

章
で

ロ

ブ

ク

は
､

す
べ

て

の

詔
p
S

O

ロ

空
ロ

み

軒
n
O

W
-

e

倉
e

の

材

料
は

｢

経
験
+

か

ら

く
る

と

の

べ

て

い

る
｡

経
験
は

外

的
感
覚
的
封
象
か

ら

か
､

わ

れ

わ

れ

の

心
の

内
的

作
用
の

知
覚
さ

れ

反

省
さ

れ

た

も

の

か

ら

興

え

ら

れ

る
｡

こ

の

第

二

の

心
の

内

的
作
用
の

知
覚
は

わ

れ

わ

れ

に

主

観
性
の

概
念
を

輿

え

る
｡

そ

れ

は

感

覚
か

ら

輿
え

ら
れ

た

諸

観
念
に

つ

い

て

行

わ

れ
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た

心
の

内

的
作
用
で

あ

る
｡

こ

の

内

的

作
用
は

､

知
覚

勺
e

ヨ
e

マ

t

ど
ロ

考
え

る

こ

し
+

t

E
ロ

E
ロ
粥

疑
う
こ

と

中
ロ

亡
♂
t
i

n
的

信

ず

る

こ

と

け

ぁ
ー

i

e

ま
ロ
g

推
論
す
る

こ

と

→

e

P
S

O

已
口
内

知
る

こ

と

村
ロ
O

W
-

n
g

意
志

す
る

こ

と

w

≡
訂
g

な

ら
び

に

そ

の

他
の

す

べ

て

の

心

の

は

た

ら

き
で

あ
る

｡

こ

こ

で

明
ら

か

に

さ

れ

る

の

は
､

こ

れ

ら
の

諸

作
用

が

人

間
の

諸
能
力
の

鰭
系
的
な

認
識
を

可

能
に

す
る

よ

う
に

は

排
列
さ

れ

て

い

な
い

こ

と
で

あ
る

｡

認
識

､

感

情
､

意

志

な

ど
と

い

う
よ

う
に

な

ら
べ

ら

れ

な
い

で
､

無
秩
序
で

は

な
い

け

れ

ど

も
､

配
列
の

原

理

が

明

ら

か

で

は

な
い

｡

い

わ

ば

思
い

だ

す
が

ま
1

に

な

ら
べ

ら

れ

て

い

る
｡

す
な

わ

ち

作

用
の

関
係
を

意

識
し

な
い

の

で

は

な
い

が
､

そ

れ

を

問
題
に

し
て

い

な
い

｡

観
念
の

内
的

な

起

源
を

明

ら

か

に

す
れ

ば

そ

れ

で

目

的
は

達
し
て

い

る

の

で

あ

る
｡

か

つ

こ

れ

ら
の

諸
作
用
の

差
異

た

と

え

ば

匂
の
H

記
号

-

O

n

と
t

E
ロ
村
小

口
g

と

の

差
異
な

ど
に

は

全

く
ふ

れ

て

い

な
い

｡

こ

れ

ら
の

作
用
か

ら

え

ら

れ

る

観
念
は

す
べ

て

そ

の

起
漁

を

白

己

自

身
の

内
に

も
っ

て

い

る
｡

も

れ

ら
は

､

外

的
封
象
を

し

る

感

覚
と

は

ち
が

っ

て

い

る

が
､

何
か

そ

れ

に

似
て

い

る
｡

し
た

が
っ

て

そ

れ

は

内
的

感
覚

i

ロ
t

e
→

ロ

巳

s

e

ロ
S

e

と

よ

ば
れ

る
｡

内

的
感

覚
は

ま

た

反

省
→
e

担
e

邑
○

ロ

と

よ

ば

れ

る
い

自
己

自
身
の

諸
作
用

を
､

心
が

気
づ

く

し
か

た

が

反

省
で

あ

る

か

ら
で

あ
る

｡

経
験
は

感

覚
と

反
省
で

あ

る
｡

感

覚
を
こ

の

よ

う
に

内
的

感
覚
(

内

感
)

と

外

的
感
覚
(

外

感
)

と

に

分
け

て

考
え

る

立

場
は

､

カ

ン

ト

の

そ

れ

に

類
似
し

て

い

る

よ

う
に

み

え

る
｡

し

か

し
ロ

ッ

ク

の

内
感
は

､

カ

ン

ト

の

内

感
の

諸
限

定
が

も
っ

ぱ

ら

感

覚
的
な

も
の

の

み

を

含
み

､

悟

性
的
な

も

の

を

全

く

含
ま

な
い

の

に

封
し
て

､

悟
性
的

作
用
で

あ

る

｢

考
え

る

こ

と
+

や

理

性
的
作
用

を

含
む

鮎
で

直
別
さ

れ

る
｡

も

し

も
､

内

感
が

眞
に

感
覚
な

ら
､

そ

れ

は

壬

観

性
と

し
て

は

前
に

あ

げ

た

感
覚
主

髄
の

も
つ

主

観
性
で

あ
っ

て
､

カ

ン

ト

の

内

感
に

さ

ら

に

近

く

な
る

｡

し
か

し

内

感
が

感

覚
に

に

て

い

る

だ

け
で

､

ほ

ん

と

う

は

そ

う
で

な
い

な

ら
､

問
題
は

欒
■つ

て

く
る

｡

感
覚
と

他
の

諸

作
用

を

原
理

的
に

直
別
し

､

そ

れ

に

も

と
づ

い

て

理

論
を

た

て

れ

ば
､

お

そ

ら

く

内

感
と

は

言
わ

な

か
っ

た

か

も

し

れ

な
い

｡

内

感

は

外

的
感

覚
の

も

つ

感
覚
的

要
素
を

も
っ

て

い

な
い

｡

そ

れ

は

む

し

ろ

内

的

意

識
で

あ
っ

て
､

外

的
感

覚
に

ぞ

く

さ

せ

る

こ

と

の

で

き
ぬ

意

識
を

あ

た

か

も
そ

れ

ら

を

内

的
に

感

覚
す
る

か

の

よ

う
に

つ

か

ん

だ

も
の

に

外

な

ら

な
い

｡

か

れ

が
､

封
象
の

物
理

的
諸
性
一

筋
只

に

封
し
て

､

第
二

性
質
と

し
て

そ

の

感
覚
的

性
質
を

考
え

な

け

γ

/

れ

ば

な

ら

な
か

っ

た

の

は

感
覚
の

主

観
性
を

主

張
し

た

い

が

た

め

別ト
ト
昏
賢

転
瞥
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で

あ
っ

た
｡

感

覚
の

存
在
理

由
を

明

ら

か

に

し

た

い

が

た

め
で

凍

っ

た
｡

全

く

そ

れ

と

同
じ

ょ

う
に

､

感
覚

､

外

的
感

覚
に

封
し

て
､

そ

れ

に

辟
す
る

こ

と

の

で

き
ぬ

諸
限

定

を

内

的
な

も
の

と

し

て
､

外

的
な

も
の

へ

の

志

向
を

外
的

感
覚
と

よ

ん

だ

の

に

封
應
し

て
､

内

的
感
覚
の

封
象
と

し

た

も
の

と

考
え

ら
れ

る
｡

し
た

が

っ

て

カ

ン

ト

に

お

け
る

よ

う
に

､

感

性
と

悟
性
の

対
立
の

中
に

問
題
を

み

る

の

で

は

な

く
､

意
識
の

内

面

性
の

自
己

意

識
の

蜃
展
の

中
で

問

題
を

み

て

い

る

も

の

と

思

わ

れ

る
｡

よ

り
正

確
に

は

意
識
の

観
念

性
(

こ

の

こ

と

は

後
で

く

わ

し

く
の

べ

る
)

が

問
題
で

あ
っ

た

と

い

わ

な

け
れ

ば

な
ら

ぬ
｡

内

感
は

内

容
的
に

は

主

観
性
で

あ

る
｡

か

れ

の

主

観
性
は

悟

性

及
び

理

性
的

要
素
を

も

含
ん

で

い

る

の

で
､

感
情
の

主

観
性
は
こ

こ

か

ら
は

で

て

こ

な
い

｡

感
情
は

た

ん

に

主

観
的
で

は

な
い

の

で

あ

る
｡

内
感
と

外
感
以

外

か

ら

は

い

か

な
る

観
念
も

え

ら

れ

な
い

｡

感

情
の

畢
純
観
念
s
-

ロ
p

-

e

i

d

e
P

(

他
の

も

の

か

ら

ひ

き

だ

す
こ

と

の

で

き
ぬ

､

本

務
的
観
念
)

は

内

感
と

外
感

と

の

蟹
方
か

ら

え

ら

れ

る

と

の

べ

ら

れ

る
｡

こ

の

表
現

は

問
題
を

も
っ

て

い

る
｡

わ

れ

わ

れ

は

感

覚
主

催
か

ら

さ

ら

に

主

観
的
な

も
の

を

求
め

よ

う
と

し
て

､

感

情
の

問
題
を

と

り
あ

げ

た

の

で

あ

る
｡

し
か

し

上

の

感
情
の

単
純
観
念
に

封
す
る
ロ

ッ

ク

の

考
え
は

､

そ

れ

だ

け

と

踊
っ

J

し
て

み

れ

ば
､

そ

れ

を

拒
む

よ

う
に

見

え
る

｡

感
情
は

感
覚
と

反

省
と

の

璧
方
か

ら

え

ら

れ

る

か

ら
で

あ

る
｡

反
省
の

ば

あ
い

は

と

も

か

く
と

し

て
､

感
覚
の

ば
あ

い

を

考
え

て

み

れ

ば

困

難
さ

は

明

ら

か

に

な
る

｡

感
覚
は

外

部
的
に

封
象
を

指
示

す
る

｡

感
覚
に

よ
っ

て

快
楽
と

苦
痛
の

単
純

観
念
が

え

ら
れ

る

と

す
れ

ば

快
楽
と

苦
痛
の

単

純
観

念
は

､

外
的
封
象
が

ひ

き
湧

こ

し
た

感
覚
が

､

さ

ら
に

第
二

次
の

感

覚
と

し
て

わ

れ

わ

れ

の

中
に

生
じ

さ

せ

た

も
の

で

あ
る

か
､

･
し

た

が

っ

て
､

そ

れ

は

わ
れ

わ

れ

の

状
態
で

あ

る

よ

り

は
､

封
象
自

身
の

影
で

あ

る

か
､

あ

る

い

は
､

感

覚
の

単
純

観
念
だ

け
が

外

的

封
象
の

影
で

あ
っ

て
､

快
楽
と

苦
痛
の

単
純
観

念
は

､

そ

れ

に

封

す

る

心
の

反

作
用
と

し
て

､

心

の

影

で

濁

る

か

が

こ

こ

で

は

明

ら

か

に

は

意
識
さ

れ

て

い

な
い

｡

ロ

ブ

ク

に

よ

れ

ば
､

こ

れ

ら
の

感

覚
に

感
情
が

伴
わ
れ

る

こ

と

が

の

べ

ら

れ
､

そ

こ

か

ら

感
情
の

単

純

観
念
が

え

ら
れ

る

こ

と

が

の

べ

ら

れ

る

の

み

で

あ
る

｡

単
純
観
念
は

本

渡
的
な
も

の

で

他

の

観
念
か

ら

は

雁
封
に

汲
生

し
て

こ

な
い

観
念
で

あ

る
｡

快
楽
と

苦
痛
が

単
純
観
念
で

あ

る

と

さ

れ

る

の

は

そ

れ

が

全

く

他
の

感
覚
と

は

異
る

も
の

で

あ
る

こ

と

を

示

し
て

い

る
｡

感
情
の

単
純
観
念
が

す
べ

て

の

感
覚
に

伴
わ

れ
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る

と
は

考
え

て

い

な
い

｡

感
覚
に

封
し
て

は

物
理

畢
的
説

明

を

加

え
て

は

い

る

が
､

感

情
に

勤
し

て

は
､

こ

の

よ

う
な

解

明

を

輿

え

て

は
い

な
い

｡

感

情
は

第
二

次

的
な

感
覚
で

あ

る

と

も
い

え

ず
､

主

催
の

状
態
で

あ

る

と

も
い

え

な
い

｡

快
発
と

苦
痛
が

単
純
観
念

で

あ

る

こ

と
､

そ

れ

が
､

感
覚
と

反

省
の

い

ず
れ

に

も

伴
わ

れ

る

こ

と

の

み

が

の

ぺ

ら

れ

る

の

で

あ

る
｡

快
楽
と

苦
痛
は

そ

れ

白
身
あ

る

主

髄
へ

の

関

係
を

示

し

て

い

る
｡

そ

の

こ

と

は

こ

こ

で

ふ

れ

な
い

に

し

て

も
､

善
意
の

観
念
に

そ

れ

が

直

接
に

結
合

し
て

い

る

こ

と

を

ロ

ッ

ク

が

の

べ

る

の

に

留

意
す
れ

ば
､

そ

れ

が

ど

の

よ

う
に

規
定
さ

れ

て

い

よ

う

と
､

主

観

性
を

強
く

含
む
こ

と

は

明

ら
か

に

さ

れ

る

と

思

わ

れ

る
｡

事
物
が

善
悪

g

0
0

P

O
→

e

5 .

-

と
い

わ

れ

る

の

は
た

だ

快
楽
と

苦
痛
に

か

ん

れ

ん

し
て

で

あ

る

と
い

わ

れ

る

と

き
､

や

～

感
覚
的

性
質
に

お

い

て

考
え

ら
れ

て

い

た

快
楽
と

苦

痛
の

観
念
は
さ

ら
に

高

次
な

善
意
の

観
念
を

生

ず
る

｡

善
悪
の

観

念
は

倫
理

的
償
値
概

念
で

あ
る

け

れ

ど

も
､

ロ

ッ

ク

で

は

そ

れ

は

先

天

的
に

､

あ

る

い

は

超
越
的
に

考
え

ら
れ

な
い

で
､

快
楽
と

苦
痛
と

か

ん

れ

ん

す
る

も

の

と

し

て
､

あ

る

意

味
で

感
覚
的
な

も

の

と

し

て

と

り

あ

げ

ら

れ

る
｡

感

覚
の

観
念
は

多
様
で

あ

り
､

快
楽
と

苦
痛
の

観
念
は

そ

れ

が

伴
う
感

覚
の

観

念
と

は

別
に

､

二

種
の

内

容
を

も
つ

の

み

で

あ

る
｡

善
意
の

観
念
も

二

種
で

あ

る

が
､

快
楽
と

苦
痛
の

ば

あ
い

の

二

種
と

は

ち
が

っ

た

意

味
を

も
っ

て

い

る
｡

な

ぜ

な

ら

善
は

､

ま

ず
､

快
楽
を

生

じ
､

快
楽
を

増
加
せ

し

め

る

も
の

で

あ

る

が
､

つ

づ

い

て
､

苦
痛
を

減
少
さ

せ

る

も

の

で

あ

る

と

規

定
さ

れ

る
｡

苦

痛
は

快
楽

と

は

別

な

観
念
で

あ

っ

て
､

苦
痛
の

減
少

は

な
お

感

覚
的
に

は

苦
痛
の

観
念
で

あ
っ

て
､

決
し

て

快
柴
の

観
念
で

は

な

い
｡

快
楽
が

善
で

あ

り
､

苦

痛
が

悪
で

あ

る

と
い

う

考
え
と

は
こ

れ

は

ち

が
っ

て

い

る
｡

ロ

ッ

ク

は

快
楽
＋

エ

義
を

と
っ

て

い

る

と

い

わ

れ

る

が
､

快
楽
は

も

ち

ろ
ん

善
で

あ

る

が
､

苦
痛
も

善
の

概
念
に

上

の

形
で

と

り

い

れ

ら
れ

る

の

で

あ
っ

て

み

れ

ば
､

善
は

快
楽
と

は

ち
が

っ

た

も

の

で

あ
る

｡

善
が

問
題
で

あ

る

と

き
に

は

快
発
と

苦
痛
と

に

あ

る

と

こ

ろ
の

感
覚
的

性
質
が

後
退

し
て

､

そ

れ

ら
に

封
す
る

圭

髄
的
評

傾
が

前
進
し

て

く

る
｡

こ

こ

で

快
楽

を

求

め
､

苦
痛
を

さ

け

よ

う

と

す
る

い

わ

ゆ

る

意
志

的

行

為
の

萌
芽
が

あ

ら
わ

れ

る
｡

目

的
論

的
に

ロ

ブ

ク

を

つ

か

む
こ

と
に

は

問

題
が

あ

る

が
､

行
為
的
人

間

は
一

つ

の

圭

慣
性
を

も
っ

て

い

る
｡

そ

れ

は

明

ら
か

に
一

定
の

原

O
V

理

を

意

識
し

て

い

る
｡

こ

の

原

理

を

目

的
論
的
に

解

繹
す
る

こ

と

別
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は
で

き
ぬ

け
れ

ど

も
､

カ

ン

ト

の

い

う

規
制
的

蒜
g

已
賢

i

く

な

意

味
で

､

こ

こ

に

は

目

的

概
念
を

考
え
い

れ

る

こ

と

も

で

き

る

よ

う

に

思

う
｡

す
な

わ

ち
人

間
は

善
を

目

的
と

し

て

行

為
し

て

い

る

と

い

う
こ

と

が

で

き

る
｡

善
は

快
柴
に

直

接
に

結
び

つ

く
が

､

苦
痛

の

減
少
を

も

そ

の

内
に

含
む
こ

と
か

ら
､

判

断
お

よ

び

推
理
の

要

素
を

も
っ

て

い

る

と
い

わ

な

け
れ

ば

な

ら
ぬ

｡

快
発
と

苦

痛
を

さ

ら
に

高
次
な

意

識
か

ら
､

す
な

わ

ち

善
の

意
識
か

ら
つ

か

ん

で

い

る
｡

外

的
封
象
が

物
理

的

作
用

を

人

間
に

及
ぼ

し
て

感
覚
が

生

じ
､

感

覚
の

圭

燈
が

反
省
的
に

意

識
さ

れ

る
｡

感
覚
の

多
様
が

感
情
の

二

つ

の

性
質
を

伴
っ

て

く
る

｡

感

情
の

主

髄
が

意

識
さ

れ

る
｡

快

楽
と

苦
痛
が

善
悪
に

か

ん

れ

ん

し
､

快
楽
の

増
進

と

苦
痛
の

減
少

と
の

二

つ

が

善
と

考
え

ら
れ

る
｡

意
志
の

主

髄
が

意
識
さ

れ

る
｡

意
志

は

選

揮
の

意

志
で

あ
る

｡

感
覚
の

意

識
か

ら

意

志
の

意
識
に

上

昇
す
る

に

従
っ

て
､

客

観
的
な

要
素
は

退
い

て
､

主

観
的
な

も

の

が

進
ん

で

く

る
｡

感
覚
の

多
様
性
は

封
象
の

要
求
そ

の

も
の

で

あ
る

が
､

快
楽
と

苦
痛
の

二

感

情
は

主

膿
の

も
つ

本

束
的
方

向
と

一

致

す
る

か

し

な
い

か

の

鮎
か

ら

も

考
え
る

こ

と

が

で

き

る
｡

さ

ら
に

善
が

え
ら

ば

れ

る

と

き
に

は
､

賓
現
さ

れ

る

べ

き

目

的
意
識

が

あ
っ

て
､

圭
償
は

一

つ

の

合

目

的
的

鮭
系
と

な
る

｡

そ

れ

ほ

そ

の

目

的
意

識
の

ゆ

え
に

､

快
楽
と

苦
痛
の

感

覚

的

性

質

を

こ

え

加
っ

J

て
､

自
費
的

な

内

面

的
な
も

の

と

な

る
｡

す
な

わ

ち

主

催
と

な

る
｡

封
象
の

側
か

ら
の

作
用
に

封
す
る

､

主

観
の

自
蟄

的

な

内

面

的
な

作
用

と

な

る
｡

善
を

意

志

す
る

と

き
､

眞
の

意

味
で

主

観
的

と

な

り
､

封
象
か

ら

濁
立

し
た

も
の

と

し

て

自

由

な

主

催
と

な

る
｡

こ

の

よ

う
に

ロ

ッ

ク

を

解

繹
す
る

こ

と

は
､

か

れ

を

カ

ン

ト

に

近
づ

け
て

解
澤

す
る

こ

と

で

あ
る

｡

悟
性
論
か

ら

だ

け
で

は
こ

う

は

み

る

こ

と

が

で

き

な
い

が
､

政

治
論
お

よ

び

最
近

初
め

て

公
に

さ

れ

た

か

れ

の

自

然
法
に

か

ん

す
る

諸
論
文
か

ら

み

れ

ば

可

能
で

あ
る

｡

こ

の

こ

と

は

あ

と
で

の

べ

る
｡

善
の

観
念
が

圭

饉
の

目

的

意

識
と

な
る

こ

と

は

上
に

の

べ

た

と

お

り
で

あ

る

が
､

善
は

か

れ

の

ば

あ

い

超
越
的
で

は

な
い

｡

善
は

快
楽
と

苦
痛
と

は

な

れ

る

こ

と
が

で

き

な
い

｡

快
楽
と

苦

痛
と

は

感
覚
的

性
質
を

も

ち

現

在
の

意

識
に

関
係
し

て

い

る

が
､

善
は

快

楽
と

苦
痛
の

底
に

あ

る

も
の

に

関
係
し

､

未

来
の

意

識
に

関
係
し

て

い

る
｡

快
楽
を

増
進
し

苦
痛
を

減
少

す
る

こ

と

自
髄
が

わ

れ

わ

れ

の

行

為
の

目

的
で

あ

る

よ

う
に

見

え

な
が

ら
､

箕
は

､

秘
か

に
､

こ

う

す
る

こ

と

に

よ

っ

て

賓
現

さ

れ

る

あ

る

も
の

が

考
え
ら

れ

て

い

る

よ

う
に

見
え

る
｡

し

た

が

っ

で

感

覚
的

に

は

俄

楽
で

■
ぁ

る
j

り
!
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が
､

も

う
一

つ

の

意

識
で

は

合
目

的

的
で

ぁ

る

と

み

ら

れ

て

い

る

と

考
え

る

べ

き

で

あ
る

｡

快
柴
は

こ

の

見

方
か

ら

す

れ

ば
一

つ

の

債
値
意

識
に

関
係
を

も
つ

｡

か

れ

が

自

然

法
の

内
容

と

し
て

自
己

保
存
を

考
え

て

い

る

こ

と
と

思
い

合
わ

せ

て

こ

の

こ

と

を

理

解
す

る

こ

と

が

で

き

る
｡

快
柴
を

自
己
保

存
に

結
合

す
る

の

は

ホ

ッ

ブ

ズ

で

あ

る
｡

ロ

ッ

ク

は

直

接
そ

う
は

い

っ

て

い

な
い

｡
J

し
か

し

自
己
保

存
は

感

覚
的

観
念
で

は

な

く
反

省
的

観
念
で

あ

る
｡

､

そ

れ

は
一

般
的
観

念
で

あ

る
｡

た

だ

反

省
的
に

意

識
が

一

般
的

観
念
と

し

て

自

己

保

存
を

作

る

だ

け
で

は

な
く

､

自
己

保

存
の

観
念
に

か

ん

れ

ん

さ

せ

て

行

為

の

傍
系
が

成
立

す
る

｡

そ

の

意

味
で

は

構

成
的

村
○

ロ
S

t
-

t

巨
才

で

あ

る
｡

自
己

保

存
は

最
後
の

基

礎
を

紳
に

も

つ

と

考

え

ら

れ

る

が
､

善
は

紳
に

基
礎
づ

け

ら

れ

た

自

己

保
存
の

､

人

間
的

感
覚
と

よ

ぶ

こ

と

も
で

き
よ

う
｡

善
の

意

識
が

自
己

保

存
の

蟄
展
の

正

し

い

方

向
の

意

識
で

あ

る
｡

快
楽
を

善
と

し
て

も

髄
系
は

可

能
に

は

な

る

が
､

増

進

す
る

快
楽
と

､

減
少

す
る

苦

痛
と

を

同
一

次
元
で

ウ

か

む

た

め

に

は

善
の

観
念
が

必

要
で

あ

る
｡

快
柴
に

は

感
覚
的

要
素
が

つ

よ

く
､

善
に

は
理

性
的
要
素
が

つ

よ

い

こ

と

は

す
で

に

の

べ

た
｡

悟
性
論
の

主

題
は

せ

界
観
で

ほ

な
く

､

観
念
の

起
源
を

明

ら
か

に

し
､

そ

の

限

界
を

意
乱
す
る

こ

と

に

あ
っ

た
｡

感
情
の

観
念
の

分
析
は

そ

れ

だ

け
で

十

分
で

あ
っ

て
､

そ

の

背
後
に

あ

る

も
の

と

の

関
係
に

お

い

て

そ

れ

を

つ

か

み
､

㌢

ら

に

行

為
の

原
理

を

そ

れ

に

基
い

て

明

ら
か

に

す
る

こ

と

を

目

的
と

は

し

な
か

っ

た
｡

し

た

が
っ

て
､

わ

れ

わ

れ

の

意
識
に

現

わ

れ

る

快
楽
と

苦
痛
の

観
念
を

そ

れ

が

単
純
観
念
と

し
て

本

源
的

観
念
で

あ

る

こ

と

を

明

ら
か

に

す
れ

ば
､

か

れ

の

目

的
は

達
せ

ら

れ

た

は

ず
で

あ

る
｡

し
か

し
､

感

覚
の

観
念
の

背
後
に

物
理

的

世

界
を

､

か

れ

が

漁
恋

し
､

か

つ
､

そ

れ

に

ふ

れ

て

い

る

よ

う
に

､

感
情
の

観
念
の

背

後
に

､

あ
る

も

の

を

漁
想

す
る

こ

と
は

ロ

ッ

ク

を

曲
解

す

る

こ

と

に

は

な

ら

な

い
｡

感

情
の

圭

慣
は
こ

の

よ

う
な

考
え

に

基
い

て

成

立

す
る

｡

ま

た

善
を

自

己

保

存
に

結
び

つ

け
て

考
え

る

の

も
､

全

く

同

じ

立

場

に

立
っ

て

の

上
の

こ

と
で

あ

る
｡

快
柴
の

増
進

と

苦
痛
の

減
少
と

は

善
と

よ

ば

れ

る

が
､

善
は

ま

だ

評
債
で

あ
っ

て

行
為
で

は

な
い

｡

上

の

解
繹
の

よ

う
に

善
が

自

己

保

存
に

か

ん

れ

ん

が

あ

る

も
の

な
ら

､

善
は

そ

の

ま
ゝ

意

志
を

決
定

し
な

け
れ

ば

な

ら
ぬ

｡

し
か

し
ロ

ッ

ク

は

意

志
の

決
定

者
を

善
と

し
な
い

で

不

安

仁
ロ
e

P
S
i

ロ
e

S

S

と

し

て

い

る
｡

こ

の

こ

と

に

つ

い

て

は

拙
稿

｢

力
に

つ

い

て
+

に

お

い

て

詳
論
し

た

よ

う
に

､

一

⊥

ロ

ッ

ク

外

観
念
の

意
識

性
を

強
調

す
る

態

度
が

､

こ

の

概
念
に

よ

㍊

卜

■.

′

∴
一

′

.
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っ

て

最
も

明

ら
か

に

さ

れ

て

い

る
･
よ

う
に

思

わ

れ

る
｡

.
種
類
を

と

わ

ず
内
債
的

苦

痛
は

す
べ

て

不

安
で

あ

る
｡

心

の

動

絡
も

不

安
で

あ

る
｡

不

安
の

観
念
満

っ

ね

に

現

在
的
で

あ

っ

て
､

未
来
の

ご

と

が

ら
に

封
す
る

不

安
で

あ

っ

て

も
､

不

安
で

あ

る

感

情
と

し

て

は

現

在
的
で

あ

る
｡

不

安

か

ら

は

そ

れ

と

分
ち
が

た

く

結
び

つ

い

た

欲

望

d

e
s

首
e

が

生

ず
る

が
､

不

安
が

妖
如
の

意

識

で

あ

る

と

す
れ

ば
､

欲
望

は

軟
け
て

い

る

も

の

を

み

た

そ

う
と

す

る

運

動
の

意
識
で

あ

る
｡

不

安
と

欲

望
と

は

た

し

か

に

分
ち
が

た

い

け
れ

ど

も
､

不

安
の

中
に

は

感
情
性
を

､

欲

望
の

中
に

は

運

動

性
を

み

る

こ

と

が

で

き

る
｡

不

安

-
欲

望
が

意

志
を

決
定

す
る

｡

こ

の

よ

う
に

の

ぺ

ら

れ

る
｡

さ

て
､

不

安
は

映
如
の

意

識
で

あ
る

が
､

妖
如
ほ

あ

る

完
全

性

を

前
提
と

す
る

｡

あ

る

い

は

到
達
す
べ

き

目

標

を

務

想

し

て

い

る
｡

善
の

観
念
は

ま
さ

に

こ

の

目

標
に

相

嘗
す
る

も

の

で

あ

る

が
､

善
が

意

志
を

決
定
し

な
い

と

い

う
こ

と
は

､

目

標
が

意

志
を

決
定
し

な
い

と
い

う
こ

と

で

あ

り
､

善
の

観
念
の

み

が

意

志
を

決

定

す
る

と

考
え

ら
れ

る

紳
の

立

場
を

は

な

れ

る

こ

と

を

意

味

す

る
｡

善
の

観
念
が

意
志
を

か

り

た

て

る

た

め
に

掛
､

善
の

不

在
を

映
如

感
と

し

て

不

安
に

思

う

現

在
の

感
情
を

必

要
と

す
る

の

で

あ

る
｡

善
の

存
在

的
な

性
樽
よ

り

は

む

し

ろ

不

在
駒

な

性
蒋
が

意

志

を

決
定
す
る

｡

不

安
は

さ

ら
に

内

債
の

苦
痛
で

あ

る
｡

善
の

不

在
と

内

債
の

苦

痛
と

が

意
志

を

決
定

す
る

こ

と

は
､

意

志

圭

髄
の

よ

り

深
刻
な

自

己

意

識
が

こ

こ

に

成
立

し

た

こ

と

を
､

有
力
に

も
の

が

た

る

も
の

で

あ

る
｡

意

識
的
に

は
､

喜
び

に

お

い

て

よ

り

も

悲
し

み

に

お

い

て
､

健
康
な

と

き

よ

り

も

病
め
る

と

き

に

お

い

て
､

わ
れ

わ

れ

は
､

は

る

か

に

つ

よ

く

白
石

を

意

識
す
る

か

ら
で

あ

る
｡

こ

の

よ

う
に

し

て
､

善
に

お

い

て

自
己

保

存
と

し

て

の

自
己

意

識
を

､

不

安
に

お

い

て
､

現

賓
の

自

己

意

識
を

わ

れ

わ

れ

は

も
つ

も
の

で

あ

る
｡

こ

の

と

き

の

意

識
こ

そ

わ
れ

わ

れ

が

求
め

る

経

験

的
自
己

､

す
な
わ

ち

経
験
的
主

観
で

あ

る
｡

経
験
に

お

い

て

意
識
が

客

観
化

さ

れ

る

こ

と

を

主

張
し

た

が

そ

れ

は
つ

ぎ
の

よ

う
で

あ

る
｡

物
理

的

世

界
が

人

間
に

作
用

す
る

｡

感

覚
が

生

ず
る

｡

感
覚
は

感

性
的

生

物
に

だ

け

輿
え

ら

れ

る

意

味
で

､

感
覚
的

壬

債
が

漁
想

さ

れ

る
｡

意
識
は

客
観
化
さ

れ

る
｡

感
情
的

主

饉
は

自

己

保

存
の

圭

憶
と

し
て

つ

か

ま
れ

る
｡

自
己

保
存
は

意

識
的
で

あ
る

け
れ

ど

も
､

生

命
の

概
念
を

内
に

含
む

客
観
的

観
念
で

あ

る
｡

〔

こ

の

稿
つ

づ

く
〕

(

一

億

大

草

敦

腰
)
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