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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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が、

そ

の

入
間
考
察
が
、

キ

リ

ス

ト
教
の

原

罪
と

恩

寵
に

よ

る

救
済
の

教

義
に

直
面
す
る

に

及
ん

で、

彼
は

理

性
の

自
律
の

立

場
を

守
る

こ

と

が

で

き
た
の

か
、

む

し

ろ

教
義
の

超
越
性
を

前
に

た
じ

ろ
い

で

し

ま

っ

た

の

で

は

な
い

か、

と

疑
い

を

も
つ

人
が

少
な

く
な
い

．

こ

こ

で

私
は、

カ

ン

ト

『

宗

教
論
』

に

対

す
る

そ

う
し

た

否
定
的
・

批
判
的
な

見

方

を
反

駁

し

て、

同
書
が

も
っ

と

高
く

肯
定
的
に

評
価
さ

れ
る

べ

き

所
以
を

明
ら

か

に

し
て

み

た
い

。

　

カ

ン

ト

哲
学
内
で

の

位
置
づ

け

に

つ

い

て

い

え
ば、

カ

ン

ト

自
身
が

『

宗
教
論
』

刊
行
の

際
C
・

F
・

シ
ュ

ト

イ
ト
リ
ン

に

宛
て

た

手
紙
の

中

で

「

こ

の

書
で

第
三
の

問
い

に

答
え
た
」

と

い

う
意
味
の

こ

と

を
述
べ

て

い

る
。

そ
れ

に

よ
る

限
り

、

『

宗
教
論
』

は

カ

ン

ト

哲
学
の

第
三

の

問
い

「

私
は

何
を

望
ん

で

も
よ

い

か
」

に

解
答
を

与
え
、

そ
れ
が
さ

ら

に

カ

ン

ト

哲
学
の

総
仕
上
げ
た
る

第
四
の

問
い

「

人
間
と

は

何
か
」

に

つ

な

が

っ

て

い

く

の

で

あ
る

か

ら、

同
書
の

重
要

性
は

き

わ

め

て

高
い

。

に

も
か

か

わ

ら

ず、

三

つ

の

問
い

は

三

批
判
に

お

い

て

す
で

に

答
え

ら
れ
て

い

る

は

ず
と

思
う
人
は

、

カ
ン

ト

の

私
的
な
手

紙
の

中
で

の

新
刊
書

自
薦
を

額
面

通
り

に

は

受
け

取
ら

ず、

『

宗

教
論
』

は

せ

い

ぜ

い

の

と

こ

ろ

第
三

の

問

い

の

解
答
に

対
す
る
補
足
的
説
明
を
付
け

加
え

た

に

す
ぎ
な

い

と
み

な

そ

う
と

す
る

。

こ

れ
に

対
し
て

、

私
は、

『

純
粋
理

性

批
判
』

の

末
尾

に

示

さ

れ
て

い

た

三

つ

の

問
い

に

関
す
る
当

初
の

プ

ラ

ン

と

比
較
す
る

こ

と

か

ら
、

『

判
断

力
批
判
』

に

お

け
る

重

要
な

変

更
に

注
目
す

る

時、

『

宗
教

論
」

が

第
三

の

問
い

に

対
す
る

決
定
的
な
答
え
を
も

た

ら
そ

う
と
す
る

も

の

で

あ

る
と

す

る

カ

ン

ト

の

言
明
を

そ
の

ま

ま

受
け

取
る

こ

と

が

で

き

る
。

し

た
が

っ

て

『

宗
教
論
』

を

「

第
四
批

判
」

と

特
徴
づ

け
る

の

も

あ

な

が

ち

無
理
で

は
な
い

と
思
う

。

　

原
罪
の

教
義
と
の

関
係
に

つ

い

て

は、

た

し
か

に

『

宗
教
論』

第
一

部

本
文
の

記
述
で

は、

一

貫
し

て

「

根
源
悪
」

の

抜
き
難
さ

が

語
ら

れ

て

い

る
。

そ

こ

か

ら
カ
ン

ト
が
理

性
の

自
律
の

立
場
に

行
き
詰
ま

っ

た

と

か
、

批
判
哲
学
の

挫
折、

あ
る

い

は

宗
教
的
超

越
を

目
の

前
に

し
た
理
性
の

後

ず
さ

り
、

と

い

っ

た

よ

う
な
事

態
が

疑
わ

れ

た
り

す
る

。

し

か

し

少
な

く

と

も
は

っ

き

り
し
て

い

る

の

は、

カ

ン

ト

が

人

間
に

お

け
る

善
の

原
理
の

内
在
を

「

素
質
》

巳

鐔
色

と

表
現
し

、

こ

れ

に

対
し
て

悪
の

原
理
の

内

在
を

「

性
向
自
鋤

轟
」

と

表

現
し
て

い

る
、

と

い

う

こ

と

で

あ
る

。

「

性

向
」

は

人

間
の

自

由
に

由
来
す

る
が、

「

素
質
」

は

不
変
で

あ
る

。

だ
か

ら

最
終
的
に

は
「

素
質
」

が
勝

利
し
な

く
て

は

な

ら
な
い

。

カ

ン

ト

は

そ

の

こ

と

を、

第
｝

部
の

付
録
部
分
で

語
っ

て

い

る
。

そ
れ

は

も
ち

ろ

ん

理

論
で

は

な
く、

理

性
の

力
に

対

す
る

信
念
の

告
白
と

い

う
べ

き
も
の

で

あ

る

が
、

そ

の

よ
う
な

形
を
と

る

こ

と

に

よ
っ

て
、

こ

こ

に

お

い

て

こ

そ

カ

ン

ト

は

理
性
の

自
律
の

最
終
的
優
越
を
宣

言
し

て

い

る

と
み

な
さ

れ

る

べ

き

で

あ
ろ

う。

ヤ

ス

パ

ー
ス

形
而
上

学
と

そ
の

希
望
論

岡
　
田

聡

　

本
発
表
は
、

「

希
望
の

力
」

（
＝

∪
δ

内

篩
坤

匹

奠

国
o
鞠

含
昌
伊q．、

貯

寒

§
ミ

亮

§
題
纛
丶

昏
き

竃
ロ

コ
∩

『

讐
N
痔剛
o
げ

臼
号

雲
）

』
 

鷂）

を
手

が
か

り

と

し

て、

ヤ

ス

パ

ー

ス

形
而
上
学
の
一

側
面
の

提
示
を
課
題
と

す

る
。
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