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て

い

る

に

も
か

か

わ
ら

ず
、

そ

の

少
し
後
の

部
分
で

「

主

観
的
に

十
分
で

あ
る
こ

と
は

（

わ
た

し

自

身
に
と
っ

て

の
）

確
信
（
O
σ
Φ

話
2
瞬

篝
αq
）

と

呼
ば

れ、

客
観
的

に
十

分
で

あ
る
こ

と

は

（

す
べ

て

の

人

に
と
っ

て

の
）

確

実
性
（

Ω
 

三
ゆ
げ
Φ

ε

と

呼
ば
れ
る
」

と
述
べ
、

「

確
信
」

が
は

た

し
て

客
観
的
に

十

分
な

も
の

な
の

か
、

あ
る

い

は

不
十
分
な
も
の

な
の

か
が

不
明
瞭
で

あ
り

、

一

見
す
る

と

矛
盾
し
て

い

る

よ

う
に

読
め
て

し
ま

う
と
い

う
も
の

で

あ
る

。

こ

れ
に
対
応

し
て、

「

主

観
的
に

の

み

十
分
で

あ

り
、

同
時
に

客
観
的
に

は

不
十
分
な
」

〈

真
と
み

な
す
こ

と
〉

で

あ
る

「

信
仰
」

の

主

観
的
お
よ
び

客
観
的
の

意
味
も

不
明
な
ま
ま
に

と
ど

ま
る

こ

と
と
な
る

。

　
こ

の

よ

う
な
問
題
に

対
し
て

、

本
発
表
で

は

こ

れ

ら
の

記
述
の

前
後
の

文
脈
か
ら、

「

客
観
的
」

と
い

う
言

葉
の

意

味
を
二

つ

の

観
点

に
分
け
て

理

解
す
る

こ

と
に

よ
っ

て

整
合

的
に

解
釈
す
る

方
策
を

提
案
し

た
。

そ
う

す
る
こ

と

に

よ

っ

て
、

確

信
が

思
い

込
み
と
の

関

係
に
お

い

て

「

客
観

的
」

で

あ
る

と
い

う
の

は
、

確
信
が

「

理

性
を

持
つ

す
べ

て

の

人
に

妥
当

す
る
」

と
い

う
性
質
を
備
え
て

い

る

と
い

う
意
味
で

あ

り
、

こ

れ
に

対
し

て

確
信
が

確
実
性
と
の

関

係
に

お
い

て

「

客
観
的」

で

は
な
い

と
い

う
の

は、

理

論
的

関
係
に

お
い

て
、

す
な
わ
ち

直
接
的
に

客
体
を

把
握
す
る

と

い

う
契
機
を
欠
い

て

い

る

と
い

う
意
味
に

お

い

て
、

客
観
的
で

は
な
い

と

い

う
こ

と
を

意
味
し
て

い

る

と
理

解
す
る

こ

と
が

で

き
る

。

　
こ

の

よ
う
に

、

「

客

観
的
」

を
「

理

性
を
持
つ

す
べ

て

の

人

に
妥

当
す

る
」

と
い

う
意
味
で

の

「

客
観
的
」

と
、

「

理

論
的
な
意

味
、

す
な
わ
ち

直
接
的
に

対

象
を
も
つ
」

と
い

う
意
味
で

の

「

客
観
的
」

に

区
別
す
る

こ

と
で

、

信
仰
が

「

客

観
的
に

不
十
分
」

と

言
わ

れ

る

場
合
の

「

客
観
的
」

も

理
論

的
な

意
味
に

お
い

て

用
い

ら

れ
て

い

る

と
い

う
こ

と
、

さ
ら
に

「

理
性
を

持
つ

す
べ

て

の

人
に

妥
当

す
る
」

と

い

う
意
味
で

の

客
観

性
は

な
お
も
保

持
し
て

い

る

と
い

う
こ

と
が
推
察
さ
れ
る

。

　

信
仰
が
こ

の

よ

う
に

「

理
性
を
も
つ

す
べ

て

の

人
に

妥
当
す
る
」

と
い

う
意

味
で

の

客
観
性
を

保
持
し

う
る

の

も
、

そ
れ
が

実
践
的
な

関
係、

す

な
わ
ち
す
べ

て

の

理

性
的

存
在
者
に

必
然
的
に

妥
当
す
る

道
徳
お

よ
び
そ

れ
に

も
と
つ

く
最
高
善
と
の

関
係
を
持
っ

て

い

る

か

ら

に

ほ

か

な
ら
な

い

が、

こ

れ
ら
の

こ

と
に

依
拠
し

つ

つ
、

カ

ン

ト
は

道
徳
に

も
と
つ

く
限
り

で

の

信
仰
に

つ

い

て
、

「

私
が
私
の

道

徳
的
な

心
構
え
を

失
う
と

い

う
危

険
を

冒
す
こ

と
も
な

け
れ

ば
、

私
か
ら
神
と

来
世
へ

の

信
仰
が

い

つ

の

目

か

奪
わ
れ
る

か
も
し

れ

な
い

と
心

配
す
る

こ

と
も

な
い
」

と

言
う
。

こ

う

し
て

、

カ

ン

ト
は

道

徳
と

宗
教
（
神
の

現
存

在
お
よ

び
魂
の

不
死
）

を

結

び
つ

け
る

こ

と
に

よ
っ

て
、

そ

れ
ら
に

対
す
る

信
仰
を

確
固
と
し

た

揺
る

ぎ
な
い

も
の

と
し

て

提
示
す
る

こ

と
が
で

き
た
と

考
え
て

お
り、

信
仰
の

基
盤
に

道

徳
を

据
え
る

自
己
の

立

場
に

絶
対
の

自
信
を

持
っ

て

い

る
。

カ

ン

ト
に

と
っ

て
、

神
の

現
存
在
や

魂
の

不
死
と
い

っ

た

形
而
上

学
的
対
象

へ

の

信
仰
は

、

理
性
を

持
つ

が

ゆ

え
に

道
徳

的
存
在
者
で

も
あ
る

人

間
の

自
然
本
性
に

根
ざ
し

て

お

り、

人

間
は

自
ら
が

道
徳
的
に

生

き
る

こ

と
、

ま
た

そ
れ

に

応
じ

て

最
高
善
が

実
現
す
る

こ

と
を

願
う
か

ぎ
り、

そ
れ

ら

を

信
ぜ
ざ
る

を
え
な
い

の

で

あ
る

。

美
的
仮
象
と

遊
戯
　
　
シ

ラ

ー

に

お

け
る
相
互
主
観

性
の

問
題

　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　

田
口

　
博
子

　
ハ

ン

ス
・

ゲ
オ

ル

グ
・

ガ

ダ

マ

ー

は

『

真
理
と

方
法
』

で
、

遊
び
の

概

念
に

つ

い

て

論
究

し
て

い

る
。

遊
び

の

概
念
を
ガ

ダ

マ

ー

が

選
ん

だ
の

は
、

近
代
の

美
学
と

人
間
学
に
支
配
的
な

潮
流

、

主
観
的
な
意
味
の

強
調
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に

異
を

唱
え
る

た

め

で

あ
っ

た
。

こ

の

流
れ
の

源
は

カ

ン

ト
で
、

決
定
づ

け
た

の

は

シ

ラ

ー

で

あ
る

と
い

う
。

同
様
の

傾
向
を
彼
は

シ

ラ

ー

の

美
的

仮
象
に

も

看
取
し
て

い

る
。

今
回

の

発
表
で

は
、

『

人

間
の

美
的

教
育
に

つ

い

て

ー
一

連
の

書
簡
1』

の

第
二

十
六
書
簡
と

第
二

十
七

書
簡
を
中
心

と

し
て
、

遊
戯
衝
動
と
縁
が
深
い

美
的
仮
象
に
相
互
主

観
性
の

痕
跡
を
見

受
け
ら
れ

る

か

ど

う
か
を

確
か
め

た

い
。

　

第
二

十
六
書
簡
で

は
ま

ず
美
の

生
成
が
取
り
扱
わ
れ
る

。

生

存
の

危
機

に

瀕
せ

ず、

欲
求
が
適
度
に

充
足
さ
れ
、

更
に
「

人
間
性
」

を

「

自
ら
の

内
」

と
「

自
ら
の

外
」 、

す
な
わ
ち
他
者
に
見
出
だ

す
こ

と

が
で

き
る

環
境

の

も
と

で

美
は

生
成
す
る

。

ま
た

「

感
覚
と

精
神、

感
受
す
る

力
と

形
成

す
る
力
の

幸
福
な
バ

ラ

ン

ス
」

は

「

美
の

魂
で

あ
り、

人
間
性
の

条
件
」

で

あ
る

。

そ
し
て、

「

人

間
性
へ

の

第
一

歩
」

は
、

「

仮

象
へ

の

喜
び
、

装

飾
と

遊
び
へ

の

傾
向
性
」

の

中
に

存
し
て
い

る
。

　

仮
象
を
成
立

さ
せ

る

身
体
的
な
条
件
を
シ

ラ

ー

は

視
覚
と

聴
覚
と

い

う

ふ

た
つ

の

感
覚
器
官
の

中
に

見
て

い

る
。

触

覚
・

嗅
覚
・

味
覚
は

対
象

（
素
材
）

の

力
を
直
接
被
る

。

そ
れ

に

対
し

て

視
覚
と

聴
覚
の

対
象
は
「

わ

れ

わ
れ
が
作
り
出
し
た
形

式
」

で

あ
る

。

こ

れ

ら

の

感
官
に

独
自
の

価
値

を
認
め
る

や
い

な

や、
「

人

聞
は

す
で

に

美
的
に
自

由
で

あ
り、

遊

戯
衝

動
が
発
展
す
る

」

。

　

美
的
仮
象
の

特
性
は、

実
在
性
と

真
理
と
の

関
連
に

お

い

て

説
明
さ
れ

る
。

実
在
性
に

対
す
る

あ
ら
ゆ

る

要
求
を
手
放
し
、

実
在
性
か

ら
の

あ
ら

ゆ
る
援
助
無
し
に

す
ま
せ

る

限
り、

仮
象
は

美
的
と

把
握
さ
れ

る
。

こ

の

美
的
仮
象
と

対
置
さ
れ
る
の

が
論
理
的
仮
象
で

あ
る

。

美
的
仮
象
は

現
実

と

真
理
か
ら
区
別
さ
れ、

自
ら
を

真
理
と

称
す
る

こ

と
は

な
い

。

し
か

し

論
理
的

仮
象
は
両

者
と

混
同
さ

れ
、

真
理
を

損
な

う
。

「

た

だ

最
初
の

仮

象
（
美
的
仮
象）

だ

け
が

遊
戯
な
の

で

す
。

と

い

う
の

は
、

後
者
の

仮

象

は
た
ん

に

欺

瞞
だ
か
ら

な
の

で

す
」

。

こ

の

美
的

仮
象
の

世

界
で

の

み
、

人
間
は
至
上
権
を
行
使
で

き
る

。

　
美
的
仮
象
に
つ

い

て

の

概
念
は

い

ま
だ
濫
用
さ
れ
て

い

る
。

そ
れ
を
防

ぐ
た

め
に、

人
間
を
十
分
に

陶
冶
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い

と
シ

ラ

ー

は

説

く
。

第
二

十
七
書
簡
で

は

美
的
仮

象
の

獲
得
と

展

開
の

過
程
が、

「

遊
戯
」

あ
る

い

は

「

余
剰
」

と
い

う
キ
ー

ワ

ー

ド
を
中
心
に

分
析
さ
れ
る

。

美
的

仮

象
に

固
有
の

価
値
を

見
出
す

に
は
、

「

人
間
の

も
つ

感
受
の

す
べ

て

の

方
法
に

お
け
る
総
体
的
な
革
命
」

が
必
要
で

あ
る

。

こ

の

革
命
を
経
て

、

人
間
は
余
剰
を
求
め

る

よ

う
に

な
る

。

　

自
然
界
に

も

自
由
な

運
動

や

質
料
的
な

遊
戯
を

見

出
す
こ

と

が
で

き

る
。

余
剰
の

強
制
た

る

こ

の

よ

う
な
「

自
然
的
遊
戯
」

は

や
が
て

「

美
的

遊
戯
」

に

移
行
す
る

。

人
間
の

構

想
力
も
自
由
に

運
動
し、

遊
戯
を
お
こ

な

う
。

こ

の

遊
戯
に

お

い

て

構
想
力
は

形

式
を

得
る

試
み

を

自
由
に

行

い
、

そ
こ

で

美
的
遊
戯
へ

の

跳
躍
が
行
わ
れ
る

。

こ

こ

で

は
構
想
力
の

恣

意
的
な

振
る

舞
い

は

制
御
さ
れ
る

も
の

の
、

「

粗
野
な

趣
味
」

が

幅
を

利

か
せ

「

グ

ロ

テ
ス

ク
な

形
態
」

が

形
成
さ
れ
る

。

と

こ

ろ

が
こ

の

よ

う
な

趣
味
の

判
断
の

形
式
に

あ
る

変
化
が
生
じ
る

。

す
る

と

自
分
の

才
知、

技

術、

精
神
が
自
ら
所
有
す
る

も
の

に、

自
ら
の

所
作
や
あ
り
か

た
に
反
映

さ
れ
る
こ

と

と
、

他
者
へ

の

奉
仕
が
志
向
さ
れ

る
よ

う
に

な
る

。

そ
の

と

き
「

美
は

そ
れ
自
体
の

た

め

だ

け
に

遊
戯
衝
動
の

努
力
の
一

つ

の

対

象
と

な
る
」

。

　
さ
て

問
題
設
定
に

立
ち

戻
る

と
、

ガ

ダ
マ

ー

の

指
摘
は

お
お

む
ね
正

鵠

を

射
て

い

る

よ

う
に

思
わ

れ
る

。

そ
れ
を

裏
付
け
る

が
ご

と

く、
「

物
の

実
在
性
は
、

そ
の

（

物
の
）

産
物
で

あ
る

。

し
か
し
な
が

ら
物
の

仮

象
は

178（900）
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人
間
の

産
物
で

あ
る
」

と

言
明
さ

れ
て

い

る
。

た
だ

美
的

仮
象
の

発
展
と

深
い

関
連
を
も
つ

趣
味
は
、

主

体
と

他
者

、

個
人
と

共
同
体
を
つ

な
ぐ
も

の

で

あ
り、

第
二

十
七
書
簡
の

結
末
で

は
、

趣
味
を

基
盤
と
し

た

共
同
体

論
が
展
開
さ
れ
る

。

そ
こ

で

は
「

共
通
感
覚
」

と
い

う
言

葉
が

出
現
す
る

。

遊
戯
衝
動
と

美
的
仮
象
の

解
明
に

は
、

趣
味
と

共
通
感
覚
と

の

関
連
の

考

察
が
更
に

必
要
で

あ
る
と

思
わ

れ

る
。

ジ
ェ

イ
ム

ズ
に

お

け
る
信
じ
る

意
志
の

射
程

　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　

林

　
　

研

　
ウ

ィ

リ
ア

ム
・

ジ
ェ

イ
ム

ズ

の

『

信
じ
る

意
志
』

（

以
下

、

『

意
志
』

）

で

主

張
さ
れ

る

テ

ー

ゼ

は、
「

知
的
根
拠
に

基
づ

い

て

決
め

ら
れ
な

い

真

の

選
択
は
、

情
的
本
性
に
基
づ

い

て

選
択
さ
れ
る

こ

と
が

正
当
で

あ
る

」

と

い

う
も
の

で

あ
り、

直
接
的
に

は
宗
教
的
信
仰
の

擁
護
で

あ
る

。

こ

の

説
は
し
ば

し
ば

、

「

信
じ
た
い

も
の

を

何
で

も

信
じ
て

い

い

の

か
」

と

い

う
批
判
に

さ
ら
さ
れ
て

き
た

。

こ

う
し
た
批
判
へ

の

応

答
と
し
て

、

こ

の

説
の

適
用
範
囲
を

限

定
す
る

方

法
が

あ
る
。

例
え

ば
L
・

シ
ュ

レ

ヒ

ト

は
、

ジ

ェ

イ
ム

ズ

が

記
述
し
て

い

る

信
仰
は

字
宙
と
の

関
係
の

ヴ
ィ

ジ
ョ

ン

で

あ
り

、

伝
統
的

有
神

論
を

指
す
の

で

は

な
い

と
す
る

。

そ

し

て

ジ
ェ

イ
ム

ズ

が
示

唆
す
る

条
件

、

A
、

「

真
の

選
択
」

に

直
面
し
て

い

る
こ

と
、

B
、

知
的
見
地
に

基
づ

い

て

決

定
で

き
な
い

こ

と、

C、

仮
説
の

真
理

性

が、

少
な
く
と
も
部

分
的
に

は

行
為
主
体
に

依

存
し

て

い

る

こ

と
、

を
遵

守

す
る
こ

と
で

、

こ

の

説
の

有
効
性
が

保
証
さ

れ
る

と
い

う
。

　
こ

う
し

た

限
定
は

『

意

志
』

の

読
み

方
と
し

て

は

正

当
で

あ
る

。

だ

が、

『

宗
教
的
経
験
の

諸
相
』

（
以

下、
『

諸
相
』

）

で

多
様
な

個
人
的
信
仰

が

記
述
さ
れ
、

好
意

的
に

評
価
さ

れ
て

い

る

こ

と
を

考
え
れ

ば
、

対
象
の

限

定
が

妥
当
か

ど

う
か
は

疑
わ

し

い
。

そ
こ

で
、

こ

れ

ら

諸
条
件
を
外
す

こ

と
を
試
み

た
い

。

　
A
で

言

う
「

真
の

選
択
」

は

論
理
的
な
理
想
状
況
で

あ
っ

て
、

現
実
に

は

「

程
度
」

を

許
容
す
る

の

で

は

な
い

か
と
思
わ
れ

る
。

ジ

ェ

イ
ム

ズ

は

し

ば
し

ば
二

分
法
（
コ

度
生
ま
れ

／
二

度
生
ま
れ
」

、

「

親
密
／
疎
遠
」

な

ど
）

を

提
示
す
る
が、

こ

れ

は

対
立
項
と
い

う
よ

り
分
析
の

た

め
の

両
極

で

あ
り、

最
終
的
に

は

程

度
の

問
題
と

し
て

調
停
さ
れ
る

こ

と

が

多
い

。

ま
た
、

F
・

C
・

S
・

シ

ラ

ー

は

プ
ラ
グ
マ

テ

ィ

ズ
ム

の

立
場
か
ら

、

ジ

ェ

イ
ム

ズ

の

言
う
「

信
念
」

が
「

微
か
な
願
い

か
ら
確
信
ま
で

の
、

心
理

学
的

性
質
の

全
音
域
」

を

示
し

、

「

成
長
し
た

り
衰
え
た

り

す
る
」

も
の

だ

と

し
て

い

る
。

こ

の

よ

う
に

、

「

信
じ
る
」

こ

と
が

程
度
の

差
を

含
む

な
ら、

こ

の

条

件
の

厳
守
は

現
実
的
で

は
な
い

。

　
B
の

条
件
は、

本
来
「

信
じ
る

意
志
」

を

裏
打
ち

す
る
プ
ラ

グ

マ

テ

ィ

ズ
ム

に
よ

っ

て

保
証
さ

れ
て

い

る
。

『

プ
ラ

グ

マ

テ

ィ

ズ
ム

』

で

は、

「

観

念
は
、

私
た
ち
が

私
た

ち
の

経
験
の

他
の

部

分
と

満
足
な

関
係
に

入
る

助

け
に

な
っ

て

く
れ
る

限
り
に

お

い

て

真
と
な
る
」

と
さ

れ
て

お

り
、

こ

れ

は
「

信
じ
る

意
志
」

が

認
め

る

宗
教
的

信
仰
に

つ

い

て

も

適
用
さ
れ

る
。

つ

ま

り
、

経
験
の

他
の

部
分
と
の

問
に

矛
盾
を
生
む

な
ら
ば
、

そ
の

信
念

は

問
い

直
さ
れ
な

け
れ
ば

な
ら

な
い

の

で

あ
る

。

こ

れ

が

前
提
さ
れ
て

い

る

以
上

、

特
別
こ

の

条
件
を
持
ち

出
す
必

要
は

な
い

こ

と
に

な
る

。

　

C
の

条
件
は

「

信
じ
る

意
志
」

の

説
得
力
に

大
き
く
寄
与
し
て

い

る
の

だ
が

、

こ

れ

が

伝
統
的
有
神
論
の

よ

う
な

、

独
立

し
た

宗
教
的
真
理
を
信

じ

る

立

場
を

除
外
し

て

し
ま

う
と

す
れ

ば

疑

問
が
生
じ
る

。

『

意

志
』

で

記
述
さ
れ

て

い

る

の

は

確
か
に
ジ
ェ

イ
ム

ズ

流
の

宗
教
観
だ

が、

『

諸
相
』

で

は

様
々

に

展

開
さ

れ
る

個
別
の

宗
教
が
、

最

終
的
に

は

「

過

剰
信
念
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