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哲
学
史
に

お

け
る

カ

ン

ト
の

意

義
は、

時
代
に

よ

る

毀
誉
褒
貶
の

う

ね

り

は

多
少
あ
る
に

せ

よ、

今
目

に

お

い

て

も
な

お

大
き

い
。

し

か

し、

そ

の

名
を

聞
い

て

た

だ

ち

に

宗
教
あ
る

い

は

宗
教
思

想
と

い

う

問
題

領
域
を

連
想
す
る

人
は

少
な

い

で

あ
ろ

う
。

カ

ン

ト

自
身
が

「

コ

ペ

ル

ニ

ク

ス

的

転
回
」

と

自

負
し

た

認
識
論
h
の

根
本
的
な

問
い

直
し

と、

そ

れ
を
起

点

と

し
て

倦
む

こ

と

な

く
続
け
ら

れ

た

理

性
批
判
の

営
為
と

を

画
期
的

業
績

と

し
て

認
め

る
人
も、

さ

て

カ

ン

ト

と

宗
教
と

の

結
び
つ

き

に

つ

い

て

評

価
を
迫
ら

れ

る
と

な

れ

ば、

大

方
は

否

定
的
あ

る

い

は

消
極
的
な
態
度
を

示
す
に

相
違
な

い
。

し

か

し
、

そ
の

浩
瀚
な

著
作

群
を
ひ

と

た

び

繙
い

て

み

れ
ば

明
ら

か

な
よ

う
に、

カ

ン

ト

は

初
期
か

ら

晩
年
に

至
る

ま
で
一

貫

し

て、

宗
教
の

問
題
に

つ

い

て

実
に

多
く
の

こ

と

を

語
っ

て

い

る
。

む

し

ろ
、

宗
教
的
な
問
題
に

つ

い

て

正
し

く

語
る

た

め

に

こ

そ、

カ

ン

ト

は

哲

学
的
思
索
を

理
性
批
判
と

い

う

か

た

ち

で

全
体
的
か

つ

徹
底
的
に

展
開
し

た

の

だ

と

さ

え
言
い

得
よ

う
。

カ

ン

ト

の

理

性
批

判
は、

理
性
の

限
界
を

弁
え

る

こ

と

な
く

独
断
的
主

張
を

な
す

形

而
上

学
を

根
底
か

ら

覆
し

た

が
、

そ

う
し

た

形
而
上
学
の

論
題
で

あ
る

と

同
時
に

宗
教
的
な

問
い

の

対

象
で

も
あ
る

「

神
」

「

世
界
（
自
由）
」

「

霊

魂
」

と
い

う
三

つ

の

理
念
に

つ

い

て

は、

カ
ン

ト
が

そ
れ
を
否
定
し

た

こ

と

は
一

度
た

り
と

も
な

か

っ

た
。

有
体
に

言
え

ば、

形
而
上
学
そ

の

も

の

を

否
定
し
た

こ

と

も、

い

度

と

し

て

あ
り
は

し

な
か

っ

た
の

で

あ
る
。

し

た

が
っ

て

実
は
、

カ

ン

ト

が

宗
教
に

つ

い

て

執
拗
に

語
り
続
け

た

の

は

な

ぜ

か
と

い

う

点
が
、

カ

ン

ト

理

解
の

要

諦
で

あ

る
と

言
わ
ね

ば

な

ら

な

い

し、

批
判
哲
学
の

も
つ

宗
教

思
想
と

し

て

の

内
実
を
理
解
す
る

こ

と

こ

そ

が、

極
め

て

重

要
な

の

で

あ

る
。

し

か

し、

カ

ン

ト
研
究
の

大
勢
は

末
だ

に
、

宗
教
の

問
題
を
カ

ン

ト

の

哲

学
体

系
に

お

い

て

必
ず
し

も

正

当
に

位
置

づ
け

る
こ

と

な

く、

異
質

な
要

素
と

し

て

看
過
し

が

ち
で

あ

る

と．
言

わ

ざ

る
を

得
な

い
。

　
本

書
に

お

い

て

著
者
は、

何
よ

り
も
書
名
が

雄
弁
に

示

し

て

い

る

よ

う

に
、

こ

う
し

た

カ

ン

ト
哲
学
に

お

け

る

宗

教
の

問
題
に

正

面
切
っ

て

取
り

組
み、

カ

ン

ト

解
釈
の
「

つ

の

可
能
性
を

示

し

た
。

著
者
は

こ

こ

で、

あ

え

て

関
心
を
カ

ン

ト
に

お

け
る

神
観
の

問
題
に

収
斂
さ

せ
、

そ

れ

を

解

明

す
る

に

あ
た

っ

て
、

古
代
ギ
リ

シ

ア

以
来
の

西

洋
の

哲
学

・

神
学
の

歴

史

の

上
で

大
き

な

意
味
を
も
ち

続
け

て

き

た

ア

ナ

ロ

ギ
ア

と

い

う

概
念
に

着

目
す

る
。

著
者
自
身
が

自
負
し
て

い

る

よ

う
に、

少
な

く

と

も

我
が

国
の

カ

ン

ト

研

究
に

お

い

て
、

こ

れ
ほ

ど

ア

ナ

ロ

ギ

ア
の

論
理
に

重

要
な

意

味

を

見

出
し、

カ

ン

ト
の

批
判
期
か

ら

晩
年
に

至

る

諸
著
作
を
一

貫
し

て

そ

れ

に

よ
っ

て

解
明
し
よ

う
と

し
た

研
究
は

ほ

と

ん
ど
な
か

っ

た

と

思
わ
れ

る
。

そ

の

意
味
で

は、

文
字
通
り

の

労
作
で

あ

り
、

斯
界
に

対
す

る

挑
戦

的
な

問
題
提
起
と

し

て
、

高
く

評

価
さ

れ
る

に

ふ

さ

わ

し

い

と

思
わ

れ

る
。

全
体
は

六
章
か

ら

構
成
さ

れ

て

い

る

が、

主
に

考
察
の

対

象
と

さ

れ

て

い

る

の

は

「

純

粋
理
性
批
判
」

な

ど

の

い

わ

ゆ
る

三

大

批
判

書
と

『

宗

教
論
』

、
『
宗
教
哲
学

講
義
』

、

さ

ら
に

は

晩

年
の

『

学
部
の

争
い
』

お

よ

（655）439
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び

遺
稿
集
『

オ

プ
ス
・

ポ
ス

ト

ゥ

ム

ム
』

で

あ
る

。

取
り

ト

げ
ら

れ

る

著

書
は

多
岐
に

わ

た

る

が
、

ア

ナ

ロ

ギ
ア

概
念
を
通
し

て

カ

ン

ト

の

神
観
を

解
明
し

よ
う
と

す
る

著
者
の

強

固
な

問
題
意

識
に

よ
っ

て

貫
か

れ
て

い

る

た

め
、

実
際
に

考
察
さ

れ

る

箇
所
は

限
定
さ
れ

た
も
の

と

な
っ

て

い

る
。

一

貫
し

た
主
張
が

反
復
し

て

展
開
さ

れ

る

こ

と

に

よ

り

論
述
は

概
し

て

明

快
で

あ
り、

哲
学
的
著
作
に

あ

り
が

ち

な
晦

渋
な

印
象
か

ら
は

免
れ

て

い

る。

む

し
ろ、

後
に

も
言
及
す

る
が、

今
少
し

紙
数
を

費
や
し

て

詳
細
に

論
証
す
べ

き
で

は

な

い

か

と

い

う
部
分
が
少
な

か

ら

ず
見
受
け

ら
れ

る

こ

と

は

否
定
し
難
い

。

　

ま
ず
第

；
早

「

神
的
世
界
探
求
の

論
理
」

で

は、

古
代
ギ
リ

シ

ア

の

ピ

タ

ゴ

ラ

ス

派
に

ま
で

遡
っ

て

「

既
知
の

も

の

を

手
掛
か

り

と

し

て、

未
知

の

真
理
を

発
見
す
る

方
法
」

と

し
て

の

ア

ナ

ロ

ギ
ア

の

歴
史
が

概
観
さ
れ

て

い

る
。

そ

し

て
、

特
に

中
世
の

ト

マ

ス

・

ア

ク

ィ

ナ

ス

な
ど

に

よ

っ

て、

「

質

的
に

異
な

る

も

の

の

間
の

関
係
の

ア

ナ

ロ

ギ

ア
」 、

す

な

わ

ち

「

比

例
性
の

ア

ナ
ロ

ギ
ア
」

が

神
探
求
の

論
理
と

し

て

確
立
さ

れ

て

い

っ

た

こ

と
、

さ

ら

に

は

そ

う
し
た

「

比
例
性
の

ア

ナ

ロ

ギ

ア
」

が

カ

ン

ト

の

哲
学
を

背
後
か

ら

支
え

る

も
の

と
し

て

彼
の

主
要
な
著
作
の

す
べ

て

に

現

れ、

方

法
論
と

し
て

働
い

て

い

た
と

い

う
こ

と

が

指
摘
さ

れ

る

の

で

あ

る
。

こ

の

章
の

第
二

節
「

カ

ン

ト

に

お

け

る

ア

ナ

ロ

ギ

ア

の

成
立
と

そ

の

働
き

」

は
、

次
の

二

章
以
下
に

お

い

て

展
開
さ

れ

る
論
述
の

全
体
像
を
俯

瞰
す

る

と

い

う

役

割
を

担
っ

て

い

る
が
、

論
述
を

通
底
す

る

著
者
の

主
張

の

大
要
は

、

カ

ン

ト

が

理

性
批

判
の

営
み

の

な
か

で、

未
知
な
る

超

感
性

的
な

世
界
を
理

性
の

働
き

に

よ

っ

て

既
知
な

る

こ

の

世
界
と

の

関
係
に

お

い

て

語
ろ

う
と

し

て

い

る

こ

と
、

そ
こ

で

働
く
論
理
と

は
一

貫
し

て

ア

ナ

ロ

ギ
ア

な

の

だ

と

い

う

こ

と

に

尽
き
る

。

そ
し
て

ま
ず、

物
自
体
に

つ

い

て

限
界
概
念
と

し

て

の

積
極

的
認
識
を
認
め

る

『

プ

ロ

レ

ゴ

メ

ナ
」

を
主

な

論
拠
と

し

て、

人

間
理

性
に

と
っ

て

既
知
の

領
域
で

あ
る

「

限
界
内
」

か

ら

未
知
の

領
域

で

あ
る

「

限
界

外
」

の

超

感
性
的
な

も
の

へ

の

接
近

を
、

カ

ン

ト
は

ア

ナ

ロ

ギ
ア

を

介
し

て

の

超
感
性
的
な
も

の

の

感
性
化、

す

な

わ

ち

象
徴
的
擬
人

観
と

し

て

把
握
し

て

い

た

と

主
張
さ

れ
る
。

こ

れ

に

よ

り
カ

ン

ト

は

擬
人

観
が

陥
り

が

ち

な

独
断
化
を
避
け

る

と

共
に
、

無

神
論
に

陥
る
こ

と

も

な

か

っ

た

と

い

う
の

が
著
者
の

論
旨
で

あ
る。

著
者

に

よ

れ

ば
、

以

後
の

批
判
哲
学
的
な

諸

著
作
は
、

ア

ナ
ロ

ギ

ア
の

論
理
を

駆

使
し

て

「

統
制
的
原
理

と

し

て

働
く
理

念
と

し

て

の

神
」

か

ら
「

最
高

善
の

根
拠
と

し

て

の

有
神
論
的
な

神
」

、

「

道
徳
的
な
目
的
の

国
に

お

け
る

立
法
的
元

首
と

し
て

の

神
」 、

「

世
界
の

立

法
者
・

統
治
者
・

審
判
者
と

し

て

の

人

格
的
な

神
」

へ

と、

「

あ
る

種
の

深
化
・

発
展
」

を
遂

げ
て

い

く

こ

と

に

な

る
。

そ

し

て

以

下
の

各
章
は、

こ

う
し
た

カ

ン

ト

の

神
観
の

「

深
化
・

発
展
の

層
」

の

詳
細
な

検
討
に

捧
げ
ら

れ

て

い

る

の

で

あ
る

。

　

第
二

章
「

理
論
的
世
界
に

お

け

る

神
」

で

は、

超

感
性
的
世
界
に

対
す

る
カ

ン

ト
の

ア

ナ
ロ

ギ
ア

的
ア

プ

ロ

ー

チ

が

『
純
粋
理
性
批
判
』

に

お

い

て

本
格
的
に

遂
行
さ
れ

て

い

る

こ

と

が

指
摘
さ

れ

て

い

る
。

著

者
に

よ

れ

ば、

『

純
粋
理

性
批
判
』

に

お

い

て

カ

ン

ト
は

ま
ず、

認

識
を
成
立

さ
せ

る

L
で

の

ア

ナ
ロ

ギ
ア

の

働
き
に

注
目
し、

現

象
界
を

統
合
す
る

た

め

に

概
念
の

論
理
的

普
遍
的
統
一

を
も
た

ら

す
も
の

と

し

て

「

経
験
の

ア

ナ

ロ

ギ
ア
」

を

設
定
す
る

。

こ

れ
は
各
関
係
項
の

間
に

質
的
な

差
異
を

認
め

る

「

哲
学
的
ア

ナ

ロ

ギ
ア
」

で

あ
り、

二

つ

の

関
係
項
に

共

通
す

る

ア

ナ

ロ

ゴ

ン

（
共

通
項）

と
し
て

は

因
果
律
が

働
く
と

さ

れ

る

の

で

あ
る

が
、

カ

ン

ト

が

こ

こ

で

企
図
し

て

い

た
の

は
、

混
沌
と

し

た

諸
現

象
に

ア

プ
リ

オ

リ

な
概
念
関
係
を
適

用
し、

現
象
界
を
一

つ

の

秩
序
あ
る

世
界
と

し

て

形

440〔656）

N 工工
一Eleotronlo 　Llbrary 　



Japanese Association for Religious Studies

NII-Electronic Library Service

Japanese 　Assooiation 　for 　Religious 　Studies

書評 と 紹介

成
す
る

こ

と

で

あ
っ

た
。

言
う
ま

で

も
な

く
こ

れ

は

あ
く

ま
で

も

「

経

験

の

ア

ナ

ロ

ギ

ア
」

で

あ
り、

著
者
自
身
が

述
べ

て

い

る
よ

う
に、

経
験
の

諸
対

象
を
一

定
の

秩
序
を
も
っ

た

多
様
と

し

て

統
一

的
に

捉
え

る

た

め

に

導
入
さ

れ

た

も

の

で

あ
る

。

し
か

し
、

一

見
す

る

と

超
経
験
的
な

世
界
へ

の

適

用
を
認
め

ら

れ

て

い

な
い

よ

う
に

思
わ

れ

る

ア

ナ

ロ

ギ
ア

は
、

「

超

越

論
的
弁
証
論
」

で

問
題
と

さ

れ

る

理
念
の

統
制
的

使
用
の

限
り

に

お

い

て

は
、

超

経
験
的
な

世
界
へ

の

適
用
を

認

め

ら
れ

て

お

り、
「

ア

ナ

ロ

ギ

ア

に

よ
る

神
ア

プ
ロ

ー

チ
の

道
」

が

開
か

れ

て

い

る

の

だ
と

、

著
者
は

主

張
す
る

。

そ

し
て

カ

ン

ト

が

「

弁
証
論
」

に

お

い

て

否
定
し

た

神
の

「

存

在

論
的
証
明
」

「

宇
宙
論
的
証
明」
「

自
然
神
学
的
証
明
」

に

つ

い

て、

そ

れ

が
な

ぜ
こ

の

順
序
で

否

定
さ

れ

な
け
れ

ば
な

ら

な
か

っ

た

の

か

を

指

摘

し

た

上
で
、

カ

ン

ト

は

「

自
然
神
学

的
証
明
」

を
必
ず
し

も
全

面
的
に

否

定
し

た

の

で

は

な
く、

超

越
論
的
批

判
の

立
場
と

は

異
な
る

ア

ナ

ロ

ギ

ア

の

立
場
か

ら
は

明
確
に

肯
定
し

て

い

る

の

だ
と

さ

れ

る
。

さ

ら

に
、

そ

こ

に

示
さ
れ

て

い

る

よ
う
な

「

ア

ナ

ロ

ギ
ア

に

よ

る

神
ア

プ

ロ

ー

チ
」

は
、

人

間
理

性
に

と

っ

て

直
接
接
近
不
可
能
な

異
質
の

対
象
で

あ
る

神
に

近
づ

き

得
る

唯
一

の

「

緊
急
策
」

と

し

て

カ

ン

ト

に

よ

り
提
示

さ

れ

て

い

る

こ

と

が

理

解
さ

れ
る

べ

き

だ

と、

著

者
は

述
べ

る
。

要
す

る

に

著

者
は

、

『

純
粋
理
性
批
判
』

の

超

越
論
哲

学
の

立
場
で

は
、

せ

い

ぜ

い

統
制
的
原

理
と

し
て

の

神
の

理

念
が

あ
く

ま

で

も

理

論
的
な

枠
組
に

お

け

る

理
神
論

の

神
と
し

て

許
容
さ

れ
る

に

過
ぎ

な
い

が、

そ

れ

を

超
え

て

さ

ら
に

豊
か

な

神
観
が、

す
で

に

萌
芽
的
に

示

さ

れ
て

い

る

と

言
う
の

で

あ

る
。

そ

の

う

え
で

さ

ら

に

著
者
は、

統
制
的
原
理
と

し

て

の

神
と

い

う
理

想
が
ア

ナ

ロ

ギ
ア

的
な

ア

プ
ロ

ー

チ

に

お
い

て

は

自
ず
と

人

格
化
さ

れ
る

こ

と

に

な

る

と

し

た

上

で
、

「
純
粋
理

性
批
判
』

に

お

い

て

も

統
制

的
原
理
を

補
助

す
る

も
の

と

し

て

擬
人
観
が

認
め

ら

れ

て

お

り、

世
界
創
始
者
で

あ
る

最

高
英
知

者
と
し
て

の

有
神
論
的
な

神
が

想
定
さ

れ

て
い

る
と

主
張
す

る
。

し

か

し、

そ
う
し

た

有
神
論
的
な

神
が

必
ず
し
も

宗
教

的
レ

ベ

ル

の

姿
を

持
つ

も

の

で

は

な

い

と

い

う

点
に
、

著
者
は

『

純
粋
理

性
批
判
』

に

お

け

る

神
解
明
の

限
界
を

認
め

る

の

で

あ
る

。

　

続
く

第一、一

章
「

『

判
断
力
批
判
』

に

お

け

る

ア

ナ

ロ

ギ

ア
」

で

は
、

前

章
で

述
べ

ら

れ
た

有

神
論
的
な

神
が

『

判
断
力
批
判
』

に

お

い

て

本
格
的

に

考
察
さ

れ、

ア

ナ

ロ

ギ

ア
の

構
造
が

明
確
に

さ
れ

る

と

い

う
こ

と

が

指

摘
さ

れ

る。

『

判
断
力

批
判
」

に

お

い

て

主

要
な

問
題
と

さ

れ
て

い

る

の

は

美
の

普
遍

性
で

あ

り、

そ
れ

を
超

感
性
的
な

も
の

と

し
て

の

理
念
に

よ

っ

て

根
拠
づ

け
る

と

い

う
こ

と

で

あ
る

が、

こ

の

超
感

性
的
な
も
の

そ
の

も
の

は

規
定
困
難
で

あ
る

ゆ

え

に、

た

だ

ち

に

は

美
と

の

関
係
も

明
ら

か

に

す
る

こ

と

は
で

き

な
い

。

そ

れ

ゆ

え
カ

ン

ト

は、

超

感
性
的
な

も

の

を

「

人
倫
的
善
」

と

し
て

実
践
の

対
象
に

す

る

こ

と
に

よ

り
、

美
と

超
感
性

的
な
も

の

と

の

関
係
を
規
定
可
能
に

し

た

の

で

あ
り、

こ

れ
が

「

善
の

象

徴
と

し

て

の

美
」

に

ほ

か

な
ら

な
い
。

こ

う
し

て

美
が

善
の

象
徴
と

な

り
、

善
が

感

性
化
さ

れ
る

と

い

う

美
と

善
と

の

ア
ナ

ロ

ギ

ア

関
係
に

よ

り
、

美
と

そ

の

属
性
と

が

善
の

属
性
（
普
遍
性）

に

よ

っ

て

基
礎
づ

け
ら

れ

る

こ

と

に

な
る

。

さ

ら

に

著
者
に

よ

れ

ば、

こ

の

よ
う
な
ア

ナ

ロ

ギ
ア

の

働
き
は

「

目
的
論
」

に

お

い

て

自
然
を
説
明

す
る

際
に

も

機
能
す
る

の

で

あ
り、

そ

れ
は

反

省
的

判
断
力
が
自
然
の

多
様
を

統
一

す

る

原
理
と

し

て

の

合
目
的

性
に

お

い

て

現
れ

る
。

こ

の

合
目
的
性
の

実
質
的
な

働
き

は

目
的
の

因
果
性
と

の

ア

ナ

ロ

ギ
ア

に

よ
っ

て

な

さ
れ

る

の

で

あ
る

が
、

カ

ン

ト
が

こ

う

し
た

合
目
的
性
を

「

あ
る

悟
性」

に

よ

っ

て

目
的
統
一

と

し

て

設
定
さ

れ
た
も
の

で

あ
る
か

の

よ
う
に

語
る

と

き、

そ

れ
は

論
証
的
悟

（657＞441
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性
と

の

ア

ナ
ロ

ギ

ア
を
通
し
て

導
か

れ

る

最
高
悟
性
と

し
て

の

直
観
悟
性

に

よ
っ

て

根
拠
づ

け

ら
れ

る

の

で

あ
る

。

い

ず
れ

に

せ

よ
、

「

凵
的

論
」

に

お

け

る

カ

ン

ト

の

最
終
的
意
図
は
、

人

間
の

認
識
能
力
と

の

ア

ナ

ロ

ギ

ア

に

よ
っ

て

現
出
す
る

超
感
性
的
な

も

の

と

し

て

の

直

観
悟
性
に

よ

り、

自
然
界
統
一

の

可

能
性
を
考
え

る

こ

と

で

あ
っ

た

の

だ
と

、

著
者
は

主

張

す
る

。

カ

ン

ト
は

こ

う
し

た

超
感
性
的
な
も
の

（
神）

の

働
き
や

特
徴

を、

「

方
法

論
」

に

お

い

て

は

実
践
的

関
連
に

お

い

て

捉
え
よ

う
と

す
る

の

で

あ
り、

そ

れ
ゆ

え

神
は

最

高
善
実
現
と

の

ア

ナ
ロ

ギ
ア

関
係
に

よ

っ

て

特
徴
づ

け
ら

れ
る

こ

と

に

な

る
。

こ

う
し

て

象
徴
す
る
人
間
の

悟
性
か

ら

象
徴
さ
れ
る

も
の

と

し

て

の

神
の

悟
性
が

全
知
と

し

て
、

象
徴
す

る

実

践
理
性
か

ら

象
微
さ

れ

る

も
の

と

し
て

の

実
践
理
性
が

神
の

全
能
と

し

て

考
え
ら

れ

る

こ

と

に

な

り
、

さ

ら

に

そ

の

う
え

に
、

実

現
す
べ

き

究

極
目

的
か

ら

実
現
の

条
件
と

し

て

の

慈
愛
と

正

義
と

が

神
の

特
徴
と

し

て

考
え

ら

れ

て

く
る

。

要
す
る

に

「

判
断
力
批
判
』

で

は、

理

神
論
の

神
を
超
え

る

有
神

論
的
な
も
の
、

す
な
わ
ち

道
徳
的
な
目

的
の

国
に

お

け

る

道
徳
的

立
法
者
に

し
て

世
界
統
治
者
で

も
あ
る

よ
う
な

神
が
、

実
践

的
に

深
め

ら

れ

る
べ

き

神
と

し
て

明
確
に

さ

れ
て

い

る
と
、

著
者
は

主
張
す
る

。

　

第
四

章
「

実
践

的

世
界
に

お

け
る

神
」

で

は、

ま

ず
「

実
践

理

性
批

判
』

を

中
心
に
、

道
徳
的
ア

ナ

ロ

ギ
ア

か

ら

解
明
さ

れ

た

神
に

つ

い

て

論

及
さ

れ

て

い

る
。

す

な

わ

ち、

理

論
的
な

認
識
の

領
域
で

問
題
と

さ

れ

た

理
神
論
の

神
か

ら、

実
践
的
世
界
に

お

い

て

人
格
化
さ

れ、

道
徳
的
立
法

者
・

世
界

統
治

者
と

し
て

有
神
論
の

神
へ

と

深
め

ら

れ
た

神
観
が
、

ど

の

よ

う

に

し
て

措
定
さ

れ
る

の

か

が

解
き
ほ

ぐ
さ

れ

る

の

で

あ
る

。

著
者
は

こ

こ

で

ま

ず、

神
に

関
す

る

述

語
規
定
に

お

い

て、

『

純
粋
理

性
批

判
」

と
『

実
践
理
性
批
判
』

と

の

間
に

見
ら
れ
る

差
異
を

指
摘
す
る。

す

な

わ

ち
、

『

純
粋
理

性

批
判
』

で

は

神
は

あ
く
ま

で

も

統
制
的
理

念
と

し
て

の

役
割
に

限

定
さ

れ

る

も

の

で

あ

る
ゆ

え
に
、

世

界
創
始
者
・

最
高
英
知

者
．

最
高
原
因
者
・

根
源
的
存
在
者
等
の

抽
象
的
な

神
規
定
に

と

ど

ま
っ

て

い

る

の

に

対
し

て、
『

実
践
理

性
批
判
』

で

は

さ

ら

に

進
ん
で

全
知
・

全

能
．

永
遠
な

ど

が

中
心
的
な

問
題
と

な

り、

よ

り

具
体
的
で

豊
か

な

内

容
を

も
っ

て

語
ら

れ
る

よ

う
に

な

る

と

い

う
の

で

あ
る

。

そ

の

う
え
で

著

者
は、

ア

ナ
ロ

ギ
ア

は

「

明
ら
か

な

も
の
」

か

ら

「

明

ら
か

で

な

い

も

の
」

を
推
察
す

る

方
法
で

あ
り、

後
者
は
前
者
の

制
約
を

受
け

る
た

め
、

道
徳
的
ア

ナ
ロ

ギ

ア

に

よ
っ

て

語
ら
れ
る

『

実
践
理
性
批
判
』

の

神
は

ど

う
し
て

も

道
徳
的
性
格
を

持
た
ざ
る

を

得
な
く
な

る

と

指
摘
す
る

。

つ

ま

り

人
間
に

よ

る

最
高
善
の

実
現
の

努
力
や、

幸
福
に

値
す

る

よ
う

に

な
る

た

め

の

道

徳
的
精
進
と

い

う
よ

う
な

文

脈
に

お

い

て

神
の

述
語

規
定
が
求

め

ら

れ

る

た
め、

道
徳
の

彼
方
に

あ

る

人
間
の

罪
業
性
に

対
す
る

「

許
し

の

愛
の

神
」

と

い

う
も

の

が、

カ

ン

ト

に

お

い

て

は

明
ら
か

に

な
っ

て

こ

な
い

と

い

う
の

で

あ
る

。

ア

ナ

ロ

ギ
ア

が

あ
く
ま

で

も
道
徳
的
ア

ナ

ロ

ギ

ア

に

と

ど

ま
り、

そ

の

制
約
下
に

お

け
る

神
解
明
で

し
か

な

い

と

こ

ろ

に

カ

ン

ト

の

神
規
定
の

限
界
が
存
す
る

と
、

著
者
は

指
摘
す

る
。

そ

う
い

っ

た

意
味
で
、

著
者
は

『
実
践
理
性
批
判
』

を
は

じ

め

と

す

る

理

性
批
判
の

体
系
的
著
作
よ

り
も

む

し
ろ、

講
義
録
で

あ
る

『

宗
教
哲
学

講
義
』

の

方

に

カ

ン

ト

に

よ

る

神
解
明
の

可
能
性
の

豊
か

さ

を

見
出
し

て

い

る

よ

う
で

あ
る

。

こ

の

章
の

後
半
は

『

宗
教
哲
学
講
義
』

に

お

い

て

提
示
さ
れ

て

い

る

「

神
へ

の

三

つ

の

ア

プ

ロ

ー
チ
」

に

つ

い

て

考
察
さ

れ

て

い

る
。

著
者

に

よ

れ
ば
、

『

宗

教
哲
学
講
義
』

で

は

ア

ナ

ロ

ギ

ア

を
遂

行
す

る

う
え

で

独

断
的
擬
人
観
や
理
神
論
に

陥
ら

な
い

よ
う
に

す
る

た

め
、

カ

ン

ト
は

中

世

神
学
で

展

開
さ

れ

た

「

否
定
の

方
法
」

「

卓
越
の

方
法
」

に

も

あ
え

て

442（658）

N 工工
一Eleotronlo 　Llbrary 　



Japanese Association for Religious Studies

NII-Electronic Library Service

Japanese 　Assooiation 　for 　Religious 　Studies

書評 と 紹介

言
及
す
る

こ

と
に

よ

り
、

神
解
明
の

方
法
と

し

て

の

ア

ナ

ロ

ギ
ア

の

卓
越

性
を

論
証
し

よ
う

と

す
る

の

で

あ
る

。

さ

ら

に

カ

ン

ト

は
、

伝
統
的
な

ア

ナ
ロ

ギ
ア

の

二

つ

の

形
態
で

あ
る

「

比
例
性
の

ア

ナ

ロ

ギ
ア

」

と

「

帰
属

の

ア

ナ
ロ

ギ
ア
」

と

の

相
違

に

も
言
及
し、

自
ら
は

「

比
例
性
の

ア

ナ

ロ

ギ
ア
」

を
採
用
す

る

と

し

て

い

る

が
、

著
者
に

よ

れ

ば
そ

の

実

質
は、

創

造
者
と
被
造

物
と

の

因
果
関

係
を
前
提
し

た

「

帰
属
の

ア

ナ

ロ

ギ
ア
」

で

あ
る

と

い

う

こ

と

に

な
る。

す
な
わ
ち、

そ

れ
は

「

根
拠
と

帰
結
」

関
係

に

よ

っ

て

神
に

対

し

て

使
用

さ
れ
る
ア
ナ

ロ

ギ
ア

で

あ
り、

帰
結
と

し

て

の

こ

ち

ら
側
の

世
界
か

ら

そ

の

根
拠
と

し

て

の

神
が

措
定
さ

れ

る
と

い

う

も
の

で

あ
る

。

そ

し

て

著
者
に

よ

れ
ば、

こ

う
し
た

「

帰
属
の

ア
ナ

ロ

ギ

ア
」

に

よ

っ

て

現
出
す
る

神
の

述

語
は、

こ

ち

ら

側
す
な
わ

ち

認
識
す

る

人
間
の

内
容
が

認
識

論
的
レ

ベ

ル

か

ら

実
践

的
・

宗
教
的
レ

ベ

ル

へ

と

深

ま
っ

て

い

く
ほ
ど

に
、

単
に

原
理
的
な
も

の

（
理
神
論）

か

ら

人
格
的
な

も

の

（
有
神
論）

へ

と

深

化
し
て

い

く
こ

と

に

な

る

の

で

あ
る

。

　
第
五

章
「

有
限
性
の

克
服
を

目
指
し

て
」

に

お

い

て

は、

『

宗
教
論
』

に

お

け
る

神
観
が

論
じ
ら

れ

て

い

る
。

ま

ず

著
者
は
、

こ

の

著
作
の

第
一

編
に

お

い

て

示
さ

れ

て

い

る

「

根
本
悪
」

の

思
想
に

着
目
し、

人
間

本
性

に

深

く
食
い

込
み、

人
間
の

力
で

は

い

か

ん

と

も

し

難
い

こ

の

根
源

的
な

悪
を

い

か

に

克
服
し、

善
の

勝
利
へ

と

導
く
か

が

『

宗
教
論
』

全
体
の

主

た

る

テ

ー
マ

で

あ
っ

た
と

指

摘
す

る
。

言
う
ま

で

も
な
く、

そ
う
し

た

悪

の

克
服
と

善
の

勝
利
と

い

う

思
想
は

、

第
二

編
に

お

い

て

カ

ン

ト

が

提
示

す
る

「

心

術
の

革
命
」

に

よ

っ

て

表
現
さ

れ

る

の

で

あ
る

が、

実
際

に

は

悪
の

克
服
は

実
践
主

体
と

し

て

の

人
間
自
身
の

力
に

よ

っ

て

は

困
難

で

あ

り、

そ

の

背
後
に

人

間
を

鼓
舞
し

悪
を
克
服
す
る

善
の

理

念
と

し
て

の

イ

エ

ス

が

必
要
不
可
欠
な
も

の

と

し

て

考
え

ら

れ
て

い

た

の

だ

と
、

著

者
は

主
張
す

る。

す
な
わ

ち、

善
の

勝
利
を

説
く

第
二

編

に

お

い

て

カ

ン

ト

が

イ
エ

ス

の

問
題
を
も

ち
出
し

た

と

き、

そ
こ

に

は
イ

エ

ス

の

二

重
の

働
き

が

想
定

さ
れ

て

い

た

の

で

あ
り
、

一

つ

は

道

徳
的
努

力
の

目
標

・

模
範
と

し
て

の

イ
エ

ス

で

あ
っ

て

最
上

善
に

対
応
し
、

も
う
一

つ

は

道
徳
的

努
力

を
内
面

よ

り

支
え
る

原
動
力
と

し

て

の

イ
エ

ス

で

あ
っ

て

根
源
的
道
徳
的

素
質
に

対
応
す
る。

そ
し

て
、

こ

の

よ

う
に

キ

リ
ス

ト
教
の

教
義
上
の

イ

エ

ス

が

道
徳
的
に

解

釈
さ

れ

る

こ

と

に

よ
り、

他
律

的
な

啓
示
の

神

学
が

自
律
の

哲
学
へ

と

内
在
化
さ

れ

て

お

り
、

『
実
践
理

性
批
判』

に

お

け

る

道
徳
的
目
標
で

あ
る

最
⊥
善
が
、

人
格
化
し

た

模
範

と

い

う

か

た

ち

で

わ

れ
わ

れ

に

と

っ

て

よ

り

近
づ

き

や

す

い

も

の

と
し

て

提
示

さ
れ

て

い

る

と、

著
者
は

述
べ

て

い

る。

そ

し
て

『

宗
教
論
』

第
三

編
に

お

い

て

は
、

類
と

し

て

の

入
間
に

お

け

る

悪
の

問
題
が

扱
わ

れ
る

が
、

こ

う
し

た
悪
を

克
服
す

る
た

め
に

は、

徳
の

原
理
の

下
に
一

つ

と

な

る
倫
理
的
共
同

体
の

建
設
が

不
可

欠
の

も
の

と

さ

れ、

そ

う
し

た

倫
理
的

共
同
体
の

理

念
の

実

現
者
と

し
て

要
請
さ

れ

る

の

が

神
で

あ
る

。

道
徳
的

理
性
に

関
連
し
な

が

ら
も

道
徳

的
理
性
能

力
を

超
え
た
と

こ

ろ

に

位
置
す

る
こ

の

超
越
的
な

神

は
、

人

間
理

性
の

限
界
概
念
と

し

て

の

意
味
を

有
し

つ

つ

も、

超

感
性
的

な
も

の

に

対

す
る

理

性
の

無

力
さ

を
補
う
も

の

と
し

て
導
入
さ
れ

て

い

る

の

で

あ
り、

そ

れ

は

『

実
践
理

性
批
判
』

の

神
と
は

異
な
っ

て、

倫
理

的

共
同
体
実

現
に

向
け

て

よ

り

積
極
的
に

働
く
入

倫
的

な
神
に

ほ
か

な

ら

な

い

と、

著
者
は

指

摘
す

る
。

著
者
に

よ

れ
ば

、

こ

の

第
三

編
に

お

い

て

示

さ
れ

た

神
観
念
は、

道
徳
的
理

性
の

実
践
的
ア
プ
ロ

ー
チ

と

共
に

ア

ナ

ロ

ギ
ア

の

媒
介
に

よ
っ

て

現
出
し

て

き

た

も
の

で

あ
り、

カ

ン

ト
の

理

性
哲

学
の

な
か

で

も
極
め

て

積

極
的
な

意
義

を
与

え
ら

れ

る

べ

き

も
の

で

あ

る
。
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そ

し

て

最
後
の

第
六

章
「

理

性
を
通
し
て

語
る

神
」

で

は、

ま

ず

第
一

節
に

お

い

て

『

学
部
の

争
い

』

を

考
察
対
象
と

し

て
、

宗
教
の

道
徳

的
解

釈
と

い

う

カ

ン

ト

の

基
本
的
な

考
え

方
が

振
り
返

っ

て

概
観
さ

れ
、

そ

れ

を

受
け

て

第
二

節
で

は

晩
年
の

遺
稿
集
『

オ

プ

ス
・

ポ

ス

ト
ゥ

ム

ム
』

を

題

材
と

し

て、

そ

う

し

た

カ

ン

ト

の

宗
教
思
想
を

め

ぐ
る

解
釈
の

問
題
に

つ

い

て

新
た

な

問
題

提

起
が

な

さ

れ

る
。

周
知
の

よ

う

に

『

学
部
の

争

い
』

で

は

哲
学
と

神
学
と

の

立

場
の

相
違
が

根
本
的
な

問
題
設

定
と

さ

れ

て

い

る

が、

著
者
は

こ

れ

を
手
掛
か

り
と
し

つ

つ
、

カ

ン

ト

の

基

本
的
立

場
が
あ
く

ま

で

も、

単
な

る

理

性
の

限
界
内
で

人

間
の

道
徳
的
向
上
に

い

か

に

役
立
つ

か

と

い

う

限
り

に

お

い

て

の

み

宗
教
を
問
題
と

す
る

と

い

う

も
の

で

あ
っ

た
こ

と

を
確

認
す
る

。

そ
し

て

カ

ン

ト
に

お

け

る

宗
教
と

は、

有
限
な

人
間
理

性
が

近
づ

き

得
る

様
式
で

、

道
徳
的
理

性
に

よ
る

実

践
を
通
し

て

把
握
さ

れ

る

も

の

に

ほ

か

な
ら

ず
、

そ

の

結
果
ま

さ

に

「

宗

教
は

純
粋
に

理

性
の

事
柄
」

と

な

り、
「

私
た

ち

自
身
の

理

性
を
通
し

て

語
る

神
」

が

現
出
す

る

こ

と

と

な

る
。

し

か

も

著
者
に

よ

れ

ば、

カ

ン

ト

は
こ

の

よ

う
に

宗
教
を

道

徳
的
次
元
に

お

け
る

超
感

性
的
世
界
と

し
て

「

理

性
の

限
界
内
」

で

論
じ

な

が

ら
、

同
時
に

ま

た

「

理
性
の

限
界
外
」

の

宗
教
を
も
ア

ナ

ロ

ギ
ア

関
係
に

よ

っ

て

示

し

続
け

よ

う

と

し
た

の

で

あ

る
。

さ

ら

に

こ

れ

を

受
け

て

第
二

節
で

は
、

カ

ン

ト

が

「

オ

プ
ス
。

ポ

ス

ト
ゥ

ム

ム
』

に

お

い

て

こ

れ

ま

で

の

諸
著
作
を

踏
ま

え

な

が
ら
も

、

神
の

存
在
を
内
在

的
に

強
く

確
信
す

る

と

い

う
立

場
を

心
情
的
に

徹
底
さ

せ、

「

道

徳
法
則

を

通
し
て

語
る

神
」

と

い

う

新
た
な

神
観
が

強
調
さ

れ

る

と
、

著
者
は

指
摘
す

る
。

す

な
わ

ち
、

カ

ン

ト

の

心
の

内
に

響
く
定

言
命

法、

義
務
の

声
な
ど

は、

最
晩

年
の

カ

ン

ト

に

お

い

て

は

神
の

福
音、

神

の

啓
示
と

し

て

捉
え

直
さ
れ

、

そ

こ

に

は

ま

さ

に

カ

ン

ト

の

「

道
徳

的
啓

示

体
験
」

と

も
称
す
べ

き

も
の

が
示

さ

れ

て

い

る

の

だ

と

言
う

。

こ

う
し

て、

終
始
一

貫
し
て

「

敬

虔
な

道

徳
的

有
神

論
者
」

で

あ
っ

た
カ

ン

ト

は、

『

オ
プ

ス

・

ポ

ス

ト
ゥ

ム

ム
』

に

お

け
る

ア

ナ

ロ

ギ
ア

に

よ

っ

て
、

神
を

め

ぐ

る
そ

れ
ま

で

の

主
要

な
諸

著
作
の

立
場
を

乗
り

越
え、

「

道
徳

法
則
を
通
し

て

語
る

神
」

と

い

う

神
観
の

頂

点
に

到
達
し

た

の

だ
と、

著

者
は

『

オ

プ
ス
・

ポ

ス

ト

ゥ

ム

ム
』

を

最
大

限
に

評
価
す

る

の

で

あ
る

。

　
以
卜
、

概
観
し

た

よ

う
に、

こ

の

著
作
は

ア

ナ

ロ

ギ
ア

を

基

軸
と

し

て、

カ

ン

ト

の

批
判
期
か

ら

最
晩

年
に

ま

で

至
る

諸
著
作
を

神
観
の

変
遷

と

い

う
か

た

ち

で

捉
え
直
し
た
も
の

で

あ
り、

極
め

て

異
色
の

研

究
書
と

な
っ

て

い

る
。

こ

と

に

『

純

粋
理

性
批

判
』

以
降
の

カ

ン

ト

の

思
想
的

展

開
を、

理

論
的
な
領
域
で

問
題
と

さ

れ

た

理

神
論
の

神
か

ら、

実
践
的

世

界
に

お

い

て

人

格
化
さ

れ

た

有
神
論
の

神
へ

と

神
観
が

深
化
し

て

い

く
過

程
と

し

て

捉
え、

「

道
徳
法

則
を

通
し

て

語
る

神
」

と

い

う

『

オ

プ

ス

・

ポ

ス

ト

ゥ

ム

ム
』

の

「

道
徳

的
啓
示

体
験
」

の

表
明
に

お

い

て

頂
点
に

到

達
す
る

と

い

う
カ

ン

ト

理
解
は、

全
体
と

し
て

極
め

て

ユ

ニ

ー

ク

で

あ
る

と．
言

わ

な
け

れ
ば

な

ら

な
い
。

し
か

し
な
が

ら、

そ

う
し

た

著
者
の

独

創

的
解

釈
を

十
分
に

認
め

な
が

ら
も、

な
お

幾
つ

か

の

点
で

は

疑
問
を
呈
せ

ざ
る

を

得
な
い

。

た

と

え
ば

著
者
は

第
二

章
で

『

純
粋
理

性
批
判
』

が

内

包
す

る

幾
つ

か

の

矛

盾
点
を
挙

げ
た
上
で、

「

こ

れ
ら

の

矛

盾
が

生
じ

た

理

由
の
一

つ

は、

超
越
論
的
論
理
に

よ
り
す
べ

て

を

理

性
必
然
的
に

論
じ

き

ろ

う
と

し

た

と

こ

ろ

に

あ
る
」

と

指

摘
し

、

「

超
越
論
的
論
理

の

語
り

え

な

い

部
分
に

は

別
の

論
理
を
カ

ン

ト

は

導
入

し

て

い

た

の

で

は

な
か

ろ

う
か
」

と
の

仮
説
を

提
示
す
る

。

こ

う
し

た

解
釈
の

態
度
は、

基

本
的
に

は

他
の

諸
著
作
を

理
解
す
る

場
合
に

も
共
通
し

て

お

り
、

著
者
の

指
摘
す

る

「

別
の

論
理
」

が

ア
ナ
ロ

ギ
ア
で

あ
る

こ

と

は

言
う
ま

で

も
な
い
。
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書評 と紹介

ナ
ロ

ギ
ア
の

論
理
を

読
み

取
る

こ

と

自
体
は

著
者
の

解
釈
の

視
点
と

し

て

十
分
に

可
能
だ
と

思
わ

れ

る

が
、

カ

ン

ト

の

超
越
論
的
な

理
性
批
判
の

哲

学
が

確
定
し

よ

う
と

し

た

隈
界
を
乗
り

越
え、
「

超
越
論

的
論
理
で

語
り

え
な
い

部

分
に

は

別
の

論
理
を
カ

ン

ト

は

導
入
し

て

い

る
」

と

断
定
す
る

こ

と

が、

そ
れ

ほ

ど

簡
単
に

許
容
さ

れ

得
る

か

に

つ

い

て

は、

さ

ら
に

慎

重
か

つ

詳

細
な

論
証
を

費
や

さ

ね

ば
な
ら

な

い

で

あ
ろ

う。

あ
く
ま

で

も

有
限
な

人

間
理

性
の

立

場
に

こ

だ

わ

り
続
け

た

カ

ン

ト

で

あ
っ

て

み

れ

ば、

批
判

哲
学
と

い

う
彼
の

透
徹
し
た

思
想
と

宗
教

的
な
問
い

と

が

ど

の

よ
う
に

し
て

、

ま

た

ど

の

地

平
に

お

い

て

切
り
結
ぶ

の

か
、

こ

と

は

そ

れ

ほ

ど

容
易
で

は

な

い

よ

う
に

思
わ

れ

る

か

ら

で

あ

る
。

そ

う
い

っ

た

意

味

で

は、

各

著
作
を

読
み

解
く

著
者
の

作
業
の

進
め

方
に

は、

い

さ

さ

か

性

急
か

つ

断

定
的
に

過
ぎ
る

と

い

う

印
象
を
否
め

な

い
。

ま
た、

通
常
の

カ

ン

ト

研
究

書
と

は

異
な

っ

て、

『

判
断
力

批
判』

で

は

ア

ナ

ロ

ギ
ア

に

つ

い

て

ま

と

ま
っ

て

論
じ
ら

れ
て

い

る

と

い

う
理

由
か

ら
、

『

実
践
理

性
批

判
』

の

考

察
に

先
立
っ

て

『

判
断
力
批
判』

を
取
り

上

げ
て

い

る

が、

カ

ン

ト

の

思

想
的
展
開
が
神
観
の

深
化
と
対
応
す
る
と

い

う

著
者
の

論
点
か

ら

す

れ

ば、

や

は

り
通
常
の

順
序
で

検
討
し

た
方
が

説
得
力
を
も

っ

た

の

で

は

な

い

か

と

も

思
わ
れ
る

。

前
批
判
期
の

著
作
や
、

批
判
期
に

お

け

る

三

大

批
判
書
以

外
の

諸

著
作、
『

宗
教
論
』

第
四
編
な

ど

が

ほ

と

ん

ど

取

り
上

げ
ら

れ
て

い

な
い

こ

と

も、

ア
ナ
ロ

ギ
ア

の

論
理

が

そ

こ

で

展
開
さ

れ

て

い

る

か

ど

う
か

と
い

う
論
点
と
は

別
に
、

カ

ン

ト

の

思
想
の

内
在
的

理
解
と

い

う
点
で

は

問
題
が

あ
ろ

う
。

ま

た

そ

も
そ

も、

信
仰
と

知
識
と

の

対
立
と

い

う
問
題
を

問
い

続
け

た
と

い

う
意
味
で

は

カ

ン

ト

は

紛
れ
も

な
く

独
自
の

宗
教

思
想

を

展
開
し

て

い

る

と

忠
わ

れ

る

が、

そ

れ
で

も

「

ア

ナ

ロ

ギ
ア

の

論
理
で

神
的
世

界
を

明
ら
か

に

す
る
」

と

か
、

「

神
ア

ブ

ロ

ー

チ
」

「

神

解
明
」

「

神
規
定
」

と

い

う

よ

う
な
主
題
設
定
が、

果
た

し
て

カ

ン

ト

の

思
想
に

馴
染
む

も
の

で

あ
る

の

か
と

い

う
こ

と

に

つ

い

て

も
疑
問
な
し

と

し

な
い
。

　
し
か

し、

こ

の

著
作
が

従
来
の

カ

ン

ト
研
究
に
お

い

て
ほ

と

ん

ど

顧
み

ら
れ
な

か
っ

た

（
あ
る

い

は

慎
重
に

敬
遠
さ

れ

て
き

た）

ア

ナ

ロ

ギ

ア

の

論
理
に

よ
っ

て

カ

ン

ト

の

神、

神
観
の

内
容
を

解
明
す
る
と

い

う
問
題
に

正
面
か

ら

取
り

組
ん
だ

と

い

う
点
で、

こ

の

分

野
に

重
大
な

問
題
提
起
を

な
し
た

こ

と

は

高
く
評
価
さ
れ

な
け
れ
ば

な
ら

な
い
。

多
少
疑
問
と

な

る

よ

う
な

点
を

内
包
し
な

が

ら
も、

新
た
な
カ

ン

ト
研
究
の

地
平
を

切
り

拓

こ

う
と

す
る

勇
気
あ
る

営
為
は、

精
密
な
文
献

解
読
に

終
始
し

て、

カ

ン

ト

が

本
来
何
を

問
う
て

い

た
の

か

と

い

う
哲
学

的
に

し
て

宗
教
的
な

問
題

を

看
過
す
る

多
く
の

研

究
に

比
し

て

は
る

か

に

生
産
的
で

あ

り
、

刺
激
的

で

あ
る

。

研
究
分

野
を

同
じ

く
す

る

者
の
一

人

と
し

て、

著
者
の

業
績
に

敬
意
を

評
し、

多

大
な

刺
激
を

受
け

た
こ

と

を

率
直
に

述
べ

て

お

き

た

い

と
田
ひ

う
。
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