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源
を
カ

ン

ト

の

批
判

哲
学
に

観
る

。

そ

こ

か

ら
、

ド

ス

ト
エ

フ

ス

キ

ー

は

イ

ワ

ン

の

姿
を
通
じ

て

カ

ン

ト

哲
学
へ

の

批
判
を

行
っ

て

い

る

と

い

う
の

が
ゴ

ロ

ソ

フ

ケ

ル

の

解
釈
で

あ
る

。

ド

ス

ト

エ

フ

ス

キ

ー

は

思
弁
と

感
性

の

二

つ

の

深
淵
を
同
一

瞬

間
に

受
容
さ

せ

る

こ

と
で

解
決
を

図
っ

た
。

そ

れ
は
心

情
の

知
に

よ

り
形
式
論
理

を

破
ろ

う
と
す
る

試
み

で

も

あ
っ

た
。

「

マ

ド
ン

ナ

の

理
想
」

と

「

ソ

ド

ム

の

理
想
」

を
同

時
に

受

容
す
る

と

い

う
ド

ミ

ト
リ
ー
の

立

場、

そ

れ
は

二

重

世
界
の

矛
盾
を
受
け
入
れ、

実
体

化
し

た
矛

盾
に

ひ

そ

む

生
活
の

意
味
を

高
唱
す
る

こ

と

で

あ
る

。

テ

ー

ゼ

と

ア

ン

チ

テ
ー
ゼ

の

矛
盾
の

永
久
の

決

闘
で

あ
り、

ド
ミ

ト
リ
ー

に

と

り

そ

れ

は

秘
密
と

神
秘
の

結
合
と

も

な
り、

悲

劇
的
で

悪
魔
的
な

美
と

し
て

の

生

活
を

開
示
す
る

。

そ
こ

に

は
、

闘

争、

矛
盾
を
徹
底
的
に

生
き
る

こ

と
を

通
し

て、

カ

ン

ト

的
な
二

律
背
反
の

袋
小

路
か

ら
の

出
口

が

「

生
け

る
感

情
の

良
心
」 、

「

愛
の

熱
烈
な

活
動、

実

行
」

に

お

の

ず
と

求
め

ら
れ

て

い

く
と

い

う
ド
ス

ト

エ

フ

ス

キ

ー

の

救
済
の

方

向
が
示

さ

れ

る

こ

と
に

な

る
。カ

ン

ト

『

宗
教
論
』

に

お

け

る

　
　

「

根
本
悪
」

の

普
遍
性

保

呂

篤

彦

　
『

宗

教
論
』

第
一

篇
の

叙
述
に

よ

る

と、

「

根
本
悪
」

と
は

、

道
徳
法
則

に

反
す

る

動

機
を

「

道
徳
法
則
へ

の

尊
敬
」

に

優
先
す
る

も
の

と

し

て

「

格
率
」

に

採
用
す
る

「

選
択
意
志
」

の

「

性
癖
」

で

あ
る

。

こ

の

た
め

人

間
の

「

心
術
」

は

腐

敗
し

て

お

り、

人

間
が

形
成
す
る

「

格
率
」

は
す

べ

て

悪
で

あ
っ

て、

そ

こ

か

ら
生
じ
る

全
行
為
が、

「

道
徳

性
」

の

観
点

か

ら

は

悉
く
悪
し
き

も
の

と

な

ら
ざ
る

を
え

ず、

こ

の

意
味
で
、

こ

の

悪

は

「

根
本
的
」

な
の

で

あ

る
。

し

か

し、

そ

れ

は

あ
く
ま

で

「

素
質
」

で

は

な

く
「

性
癖
」

で

あ
る

か

ら、

人

間
が

自
ら

招
い

た
も
の

と

考
え
ら

れ

る
。

こ

う

見
る

限
り

、

「

根

本
悪
」

と

は
、

各
人
が

そ

れ

ぞ

れ

自

分
で

招

い

た

《

個
人
的
悪
》

で

あ
り、

そ

れ

が
「

普
遍

的
」

で

あ
る

の

は

偶
然
で

し
か

な
い

よ

う
に

思
わ
れ
る

。

つ

ま

り、

「

根

本
悪
」

の

「

普
遍

性
」

と

は

《

個
人
的

悪
の

総
和
》

で

し
か

な

く、

「

根
本
悪
」

と

「

人

類
（
人

間

性）

〈

記
 

p
ω

o

臣
Φ一
¢
」

と

の

関
係
は

偶
然

的
で

あ

る
よ

う
に

見
え
る

。

そ

う
で

あ
る

か

ら
、

こ

の

《

個
人
的
悪
》

を
カ

ン

ト
が

人
類
の

全

成
員
に

帰
す
の

は

な
ぜ

か
、

い

か

な

る

根
拠
を
も
っ

て

そ

の

「

普
遍

性
」

を

主
張

し

て

い

る

の

か

が
、

研
究
者
の

議
論
の

対
象
に

な

る
。

　

と

こ

ろ

が
、

「

悪

原
理
に

対
す
る

善
原
理
の

勝
利
と

地
上
に

お

け

る
神

の

国
の

建
設
」

と

題
さ

れ

た

『

宗
教
論
』

第
三

篇
で

カ

ン

ト

が

そ
の

克
服

を

論
じ

る
悪
は

、

《

人
聞
は
冖

緒
に

い

る

だ
け
で

互
い

に

他
を
悪
く

す

る
》

と

い

う、

ま
さ

に

《

人
類
的
悪
》

で

あ
り

、

し

か

も

そ

れ

は、

第
一

篇
で

既
に

論
じ

ら

れ
た

「

比

較
す

る

自
愛
」

と

い

う

「

人

間
性
く

ζ
Φ

昌

鶉
ぽ・

げ
Φ

弓

の

素
質
」

の

誤
用
の

結
果
と

し
て

の

「

文
化
の

悪
徳
」

に

他
な

ら

な
い

。

こ

の

《

人

類
的
悪
》

の

克
服
に

は、

個
人
の

道

徳
的
完
成
だ

け
で

は

不
十

分
で

あ
り、

人
類
が

「

倫
理

的
自
然

状
態
」

を

克
服
し、

「

倫
理

的
公

共
体
」

を

建
設
す
る

こ

と

が
求
め

ら
れ

る

が
、

そ
の

た

め

に

は

さ

ら

に

神
が

要
請
さ

れ
る
と
カ

ン

ト
は
主

張
す
る

。

彼
は、

個
人
に

よ

る

悪
の

克
服
が

「

倫
理

的
公
共
体
」

の

建
設
と

い

う
人
類
の

完
成
と

不
可
分
で

あ

る
こ

と
を

自
覚
し

て

い

た

と

考
え
ら
れ

る
。

カ

ン

ト

本
来
の

普
遍
的
「

根

本
悪
」

は

《

個
人
悪
の

総
利
》

で

は
な

く、

人
類
全
体
と

し

て

の

道
徳
的
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完
成
に

よ
ら

な
け

れ
ば

克
服
し
え
な
い

《

人
類

的
悪
》

と

し

て

構
想
さ
れ

て

い

た

と

見
る
べ

き
で

あ
ろ

う
。

　
こ

の

《

人
類

的
悪
》

と

し

て

の

「

根
本
悪
」

の

導
入
は

、

『

基

礎
づ

け
』

や

『

実
践
理

性
批
判
』

に

お

け
る
カ

ン

ト

の

理
論
に

重

要
な

変
更
・

発
展

を
も

た
ら
し

た
。

『

基
礎
づ

け
』

に

お

け
る

「

目
的
の

国
」

と

『

宗
教
論』

に

お

け
る

「

倫
理

的
公
共

体
」

と
に

と

っ

て

の

神
存
在
の

意
義

、

『

実
践

理

性
批
判
』

と

『

宗
教

論
』

と

に

お

け
る

神
存
在
の

要

請
の

意
義
の

相
違

な
ど
は

見
落
と

す
こ

と
が
で

き

な
い

。

前
者
に

お

い

て

は

何
れ

も
、

他
者

と

切
り
離
さ

れ
た

個
人
に

よ
る

道
徳
的
完
成
の

可

能
性
が

前
提
さ

れ

て

お

り
、

神
は
人
間
の

道
徳
生

活
の

成
立

自
体
に

本
質

的
な

関
係
を
も
た

な

い

よ

う
に

見

え
る

。

む

し

ろ

神
は、

人
間
の

思
い

通
り

に

な

ら

な
い

「

自

然
」

の

創
造
者
と

し
て、

徳
に

見
合
う

「

幸
福
」

を
担

保
す
る

た

め

に

こ

そ

要
請
さ

れ
る

。

ま
た
『

基

礎
づ

け
』

や

『

実
践
理

性
批
判
』

で

は、

法

則
違

反
へ

と

人

聞
を
誘
う
の

も

感
性
を

触
発
す
る

「

自
然
」

で

あ
っ

て
、

《

人
間
仲
間
》

は

法
則
違

反
と

も

「

幸

福
」

と

も

直
接
の

関
わ
り
を
も
た

な

い
。

こ

れ

に

対
し
て

『

宗

教
論
』

で

は、

個
人
を
悪
へ

と

誘
う
の

は

彼

を

取
り
巻
く
《

人
間
仲
間
》

で

あ

り、

さ
ら
に

「

幸
福
」

も
「

自
然
」

と

の

関
わ
り

で

は

な

く、

《

人

間
仲
間
》

と

の

「

比

較
」

に

お

い

て

規
定
さ

れ
る

。

そ

れ

ゆ

え
「

最

高
善
」

も
、

個
人
の

道
徳
的
完
成
（
「

最
上

善
」）

と

「

自
然
」

に

発
す
る

相
応
の

「

幸
福
」

と

の

結

合
で

は

な

く、

「

根
本

悪
」

の

克
服
を
可
能
に

し、

そ
れ

を
通
し
て

各
人
が

本
来
の

「

幸
福
」

を

得
る

べ

き
「

倫
理
的
公
共

体
」

の

実
現
と
し
て

見
ら

れ

る

こ

と

に

な

る
。

　
し
か

し、

『

宗
教

論
』

第
一

篇
と

第
三

篇
と

の

間
に

は
、

や
は

り
埋

め

が

た
い

溝
が

あ
る

の

か

も
し
れ
な
い

。

「

根
本
悪
」

論
は、

『

基
礎
づ

け
』

や

『

実
践
理

性
批
判
』

な
ど

批
判
哲
学
の

道
徳
論
や

行
為

論
の

延
長
線
上

で

悪
を

論
じ
る

思
想
の

流
れ

と
、

『

人
間
学
』

や

歴
史
哲

学
的
諸
著

作
な

ど

経
験
的
な

学
の

延
長
線
上

で

悪
を
捉
え

る

思
想
の

流
れ

と

の

合
流

点
で

あ
り、

両
者
の

総

合
の

成
否
は

全
体
と
し

て

の

カ

ン

ト

哲
学
の
冖

貫
性
・

統
合
性
に

ま

で

関
わ

る
。

こ

の

点
、

今

後
の

研
究
を

通
じ
て

慎
重
に

判
断

し

た
い

。

カ

ン

ト

の

宗
教
論
の

意
義
に

つ

い

て
氷
　
見

潔

　
い

う
ま
で

も
な

く
、

カ

ン

ト
の

『

宗
教

論
（

11
単
な

る

理

性
の

限
界
内

に

お

け
る

宗
教
）

』

は、

宗
教
に

つ

い

て

の

彼
の

見
解
を

最
も
ま

と

ま

っ

た

形
で

表
明
し
て

い

る

も
の

と

し
て
、

宗
教
の

哲
学
的
考
察
に

貴
重
な
指

針
を

与
え

る

書
と

み

な
さ

れ
て

い

る
。

し

か

し

な
が

ら、

私
の

見

解
で

は、

こ

の

書
は、

実
の

と

こ

ろ

な

お

十
分
に

正
当
か

つ

肯
定
的
な
評
価
を

得
て

い

る

と

は
い

え
な
い

．

む

し

ろ

不
当
に

低
い

、

否
定
的
な

評
価
を

受

け
て

い

る

面
が

目
に

つ

く。

そ

う
し
た

不
当
評
価
の

代
表
的
な

面
と

し

て
、

以

下
の

二

つ

を

挙
げ
ね
ば
な

ら
な

い

で

あ
ろ

う
。

　
第
一

に
、

カ

ン

ト

哲

学
思
想

内
部
で

の

位
置
づ

け

に

関
し
て

、

」

般

的

に

は

『

宗
教
論
』

は

三

批
判
と

同
列
に

扱
わ

れ
て

は
い

な
い
。

お

そ

ら

く、

そ
れ

は

元
来
啓
蒙
的
な
雑

誌
に

掲
載
き

れ
る

に

適
し
た

内
容
の

「

論

集
」

に

す
ぎ
な
い

、

と

い

う
見
方
が、

そ

の

ま
ま

同
書
の
］

段
低
い

格
づ

け
に

つ

な
が
っ

て

い

る

の

で

あ
ろ

う
。

第
二

に、

カ

ン

ト
は

同
書
に

お

い

て

あ
く

ま
で

哲
学
思

想
の

側
か

ら

宗
教

考
察
に

取
り
組
ん

だ
の

で

あ
る
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