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モ

ン

テ

ー
ニ

ュ

と
ル

ソ

ー

ー
そ

の

学
芸
批

判
の

比

較
検
討
-
1
-

高

橋

誠

宣
旨
F
e
-

n

訂

冒
○

已
巴
的

ゴ
e

(

一

五

三

三

-
一

五

九
二

年
)

が
､

J
e

P

苧

甘
0

空
ト

e

∽

声
○

宏
∽

e

呂
(

一

七
一

二

-
一

七

七

八

年
)

の

思
想
に

及
ぼ

し

た

影

響
の

巨
大
さ

に

つ

い

て

は
､

ル

ソ

ー

白

身
の

諸
著
作
が

､

そ

し

て
､

両

者
を

研
究
す
る

そ

れ

ぞ

れ
の

研

究
家
た

ち
が

､

こ

れ

を

証
明
し

､

そ

し

て
､

是
認
す
る

｡

そ

れ

に

も

か

か

わ

ら

ず
､

雨
風
想
家
の

思
想
の

内
部

構

造
に

た

ち
い

る

論
及
か

ら
､

そ
の

影

響
の

度
合
を

確

定

す
る

こ

こ

ろ

み

は
､

こ

れ

ま
で

､

か

な

ら

ず
し

も

十

分
に

な
さ

れ

て

い

な

い

よ
ユ
ノ

に

思

う
｡

モ

ン

テ
ー

ニ

ュ

の

｢

エ

γ

セ

ー
+

第
二

巻
第
十
二

草
｢

レ

モ

ン

･

ス

(

1
)

ボ

ン

の

弁
護
+

と

ル

ソ

ー

の

｢

学
問
芸
術
論
+

に

託
さ

れ

た

両
者
の
田

霜
心

の

類
似
と

差
異
と

の

探
求
を
こ

の

小

論
の

課
題
に

設
定
し

た

第
一

の

理

由

は
､

こ

こ

に

あ

る
｡

こ

の

課
題
は

､

第
二

に
､

近

代
社
会
の

成
立

史
を

自

覚
的
に

認
識
す
る

た

め
の

び

と
つ

の

基
礎
作
業
と

し

て

設

定
さ

れ

た
｡

近

代
思
想
の

一

源
泉

･

モ

ン

テ
ー

ニ

ュ

の

恩
恵
と
そ

れ

の

代
表
的
な

体
現
者

ル

ソ

ー

の

思
想
と

を

此

較
し

､

前
者
の

内
実
の

後
者
に

お

け

る

在
･

不

在

を

確
認
す
る

こ

と

に

よ

り

思
想
の

次
元
で

近

代
社
会
の

成
立

史
を
モ

デ
ル

化
す
る

､

と
い

う
さ

さ

や

か

な

意
図
の

第
一

の

こ

こ

ろ

み

で

あ

る
｡

ル

ソ

ー

に

お

け
る

学
問

･

芸
術
(

以

下
､

学

芸
､

と

略
す
)

の

批
判
は

､

甜
〔

J

モ

ン

テ
ー

ニ

ュ

に

お

け
る

そ

れ

と

等
し

く
､

み

ず
か

ら
が

生

き
た

社
会
の

現

実
を

批
判
す
る

た

め
に

具
体
化
さ

れ

た

ひ

と
つ

の

社
会
批
判
の

形
態
で

あ

る
｡

こ

こ

に

お

い

て
､

両
者
の

学
芸
批
判
は

､

そ
の

発
想
に

ま
で

及
ぶ

類
似
性
を

保
障
さ

れ
る

｡

す
な
わ

ち
､

第
一

に
､

学
芸
は

人
間
的
自
然
を

否
定
す
る

､

と
い

う
点
に

お

い

て
､

第
二

に
､

そ
の

学
芸
が

倣
慢
か

ら

発

生
す
る

､

と
い

う
点
に

お
い

て
｡

以

下
､

両

者
に

み

ら
れ

る

学
芸
批
判
の

類
似
と

差
異
と

を
､

こ

の

順
序
に

し

た

が
っ

て

検
討
す
る

｡

(

1
)

ル

ソ

ー

の

テ

キ

ス

ト

ほ
､

つ

ぎ
の

版
に

依

拠
し

､

以

下
､

引

用

は
､

(

∽

+
N
)

の

よ

う
に

略
す

｡

S
.

は
､

こ

の

版
の

｢

学

問

芸

術

論
+

を
､

-

N

は
､

こ

の

版
の

ペ

ー

ジ

を
､

指
示

す
る

｡

J

e

甲
ロ

⊥

琶
β

仁
e
S

声
○
日
払
∽

e
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巨
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S
-

-
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か
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p
b
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訟
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ヨ
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a
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訂
日
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∽
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ユ
払

P

g
已
ロ.
♂

仁
か

㌢

か

勺

仁
→

e

ユ
e
払

m
O

e

弓
払

､

:

O
q

C
0
2
→
声
A
→

S

O
C
H

A
]

r

r
H
→
→
押
出

A

q
A
P
肖

旨
い
E

河
→

､

e
t

O

㌧
､

C
-

監
巴
β
ロ
e

畝

G
P

→
n

訂
♪

E
d
]

巨
O

n
仇

G
巴

･

2.e
→

句
→

㌢
e

∽
､

-

漂
N

.

モ
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テ

ー

ニ

ュ

の

テ

キ

ス

ト

は
､

つ

ぎ

の

版

に

依

拠

し
､

し
か

も
､

す
べ

て

引

用
す
る

テ

キ

ス

ト

は
､

一

五

八

〇

年
の

初

版
に

現
わ

れ

た

テ

キ

ス

ト

に

限

ら
れ

る
｡

以

下
､

引

用
は

､

(

ロ

ビ
N

)

の

よ

う

に

略
す

｡

声

は
､

こ

の

版
の

第
二

巻
第

十
二

幸

｢

レ

モ

ン

･

ス

ボ

ン

の

弁
護
+

を
､

ヒ
N

ほ
､

こ

の

版
の

ペ

ー

ジ

を
､

指
示

す
る

｡

呂
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訂
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一

学
芸
と

人

間
的
自
然
の

否
定

モ

ン

テ
ー

ニ

ュ

と
ル

ソ

ー

と

は
､

学
芸
が

人

間
的
自
然
を

香
認
す
る

､

と
い

う
点
に

お
い

て
､

ま

ず
､

そ
の

見
解
を

同
じ

く

す
る

｡

ル

ソ

ー

は
い

う
､

｢

…
:

･
諸
学
問

､

文

学
そ

し
て

芸

術

は
:

…
･

か

れ

ら

(

集

団

を

な
し

た
人

間
た

ち

一
筆

者
)

が

背
負
っ

た

鉄
鎖
の

上

に

花

環

の

飾
り

を
ひ

ろ

げ
､

か

れ

ら

が

そ

れ
の

た

め
に

生
ま

れ

た

と

思
わ

れ

る

あ

の

始
源
的
な

自
由
の

感
情
を

か

れ

ら
の

う
ち
で

窒
息
さ

せ
､

か

れ

ら
に

隷

属
を

好
ま
せ

､

そ

し

て
､

か

れ

ら

を

統
治
さ

れ

た

国
民
と

呼
ば

れ

る

も
の

に

形
成
す
る
+

(

∽
･

e

と
｡

学
芸
は

､

人

間
と

し
て

の

人

間
の

生

存
を

保

障
す
る

自
由
の

香
元
の

上
に

栄
え
る

､

と
ま

ず
規
定
さ

れ

る
｡

と
こ

ろ

が

ル

ソ

ー

に

お
い

て

は
､

こ

の

自
由
の

感
情
は

､

人

間
的
自
然
の

感
情
に

､

そ

し

て
､

そ

れ

が

本
来
的
に

保
持
す
る

徳
の

基
礎
に

等
し

い

｡

｢

:

･
…

わ

れ

わ

れ
の

魂
は

､

わ

れ

わ
れ

の

諸
学
問

･

芸
術
が

完
成
へ

と

歩
み

を

進
め

る

に

し

た

が
っ

て
､

腐
敗
し
た
+

と
の

ぺ

､

こ

の

事
実
を

顕
示

す
る

｢

…

…

堕
落
は

現
実
で

あ
る
+

(

抑

8

と

断
定
す
る

｡

か

れ
に

と
っ

て
､

こ

の

人
間
の

道
徳
的
な

堕
落
こ

そ
､

人
間
的
自
然
に

対
極
し
､

こ

れ

を

拒
香
す

る

人

間
の

状
態
な
の

で

あ
る

｡

モ

ン

テ
ー

ニ

ュ

は
､

こ

の

ル

ソ

ー

に

ほ

ぼ
二

世
紀
先
ん

じ
て

､

学
問
に

ょ

る

人

類
の

堕
落
と

滅
亡
と

を

洞
察
し

て

い

た
｡

か

れ

は

い

う
､

｢

智
慧

と

学
問
と

を

増
大
し
ょ

う
と

す
る

欲

望
こ

そ
､

人

類
破
滅
の

第
一

歩
で

あ

っ

た
｡

こ

の

道
に

よ
っ

て
､

人

顆
は

､

永
遠
の

責
苦
へ

と

落
ち
こ

ん

だ

の

で

あ

る
｡

倣
慢
(

｡

蒜
喜

-

-

)

は
､

人

類
の

滅
亡
で

あ

り
､

そ
の

堕
落
で

あ

る
+

(

甲

諾
い
)

と
｡

第
一

に
､

倣

慢
に

よ
っ

て

生

ま

れ

る

学

問
は

｢

…

…
わ

れ

わ

れ

が

破

壊
し

あ
い

殺
し
あ
っ

て
､

わ

れ

わ

れ

自
身
の

種
属
を

滅

亡
さ

せ

る

学
問
…
:

+

(

E
･

い

N

レ
)

で

あ

る
｡

こ

の

学
問
は

､

｢

人

間
の

ペ

ス

ト
+

(

甲

窒
-

)

と

換
言
さ

れ

る
｡

か

れ
の

生

き

抜
い

た

時
代
は

､

階
級

対

立
が

宗
教
的
対

立
と

し
て

現
わ

れ
､

血
が

血

を

洗
う
宗
教
戦
争
(

一

五

六
二

-
一

五

九

八

年
)

の

時
代
で

あ
っ

た
｡

こ

の

戦
乱
の

原
因
を

宗
教
改

革
に

求
め

､

そ

し
て

､

そ
の

宗
教
改
革
が

倣
慢
の

具
体
化
で

あ

る

学
問
の

主
張
に

よ
っ

て

び

き

起
さ

れ

た
､

と
か

れ

は

理

解

す
る

｡

学

問
は

､

ま

ず
､

人

類
の

滅
亡
を

意
味
し

た
｡

第
二

に
､

学

問
は

人

間
の

悪

徳
の

根

源
で

あ

る
､

と

さ

れ

る
｡

｢

ま

こ

と

に
､

こ

こ

(
O

e
t

t

e

-

-

訂
H
t

か

計

(

2
)

-
､

i

ヨ
P
g

ど
也

巨
｡

ロ

e

t

O

e

d
e

H

2

色
e

2
e

已

d
e

層
n

臥
e

払
)

か

ら
､

人

間
を

圧

迫
す
る

罪
､

病
い

､

迷
い

､

葛
藤

､

絶

望
と
い

う
意
の

主
要
な

源

泉
が

う
ま

れ

る
+

(

声

旨
小
)

と

か

れ

は
の

べ

る
｡

こ

の

｢

悪
の

主

要

な

源
泉
+

は
､

人

間
的
自
然
に

対

立
し

､

｢

:

…
･

わ

れ

わ

れ
が

諸

事

物
に

か

ん

し

て

も
っ

て

い

る

と

考
え

る

思
想
や

学
問
の

感
化
に

よ
っ

て

わ
れ

わ

れ

が

う
け
い

れ

る

心
の

動
揺
…

…
+

(

申

訳
β

で

あ

る
｡

か

れ
に

お

け
る

学

問
の

第
一

の

規
定

･

そ
れ

に

よ

る

人

類
の

滅
亡
は

､

こ

の

第
二

の

規
定

･

そ

れ
に

よ
る

入

渠
の

堕
落

､

の

極
限
に

お
い

て

現
わ
れ

る
｡

(

2
)

こ

れ

は
､

訂
ロ

p
g

i

n

巳
ど
ロ

を

含
む

で
か

器
日
p
t
-

P
ロ
､

い

わ

ゆ

る

｢

人

間

的
理

性
+

の

概

念
に

抱

括

さ

れ

る
｡

こ

れ

に

つ

い

て

は
､

拙
稿

｢

モ

ン

テ

ー

ニ

ュ

に

お

け
る

理

性
の

二

重

性
と

そ

の

現

実

認

識

の

構
造
+

『

一

橋
研

究
』

第

九

号
､

一

九
六

二

年
､

二

五

-
三

四
ペ

ー

ジ
､

を

参
照
さ

れ

た
い

｡

モ

ン

テ
ー

ニ

ュ

の

語
義
∵
｢

心
の

動
揺
(

t
l

O

仁

王
e
)

+

は
､

ス

ト

ア

哲

一7

学
の

｢

胃

邑
O

n

は

正

し
い

理

性
に

対

立
し

､

自
然
に

そ

む

く

魂
の

動
揺

郎
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(

含
)

(
t

り
ロ

ゴ

E
e
)

で

あ
る
+

と

い

う
､

そ
の

勺

監
巴
O

n

あ
る

い

は

汀
○

ロ

♂
-

e

に
､

そ

し
て

､

懐
疑
主
義
に

お

け

る

ア

ト

ラ

キ

シ

ー

(

平

穏
に

し

て

自

然

な

心
の

状

態
)

に

対

立
す
る

概
念
に

､

極

似
す
る

｡

そ
れ

ゆ
え

､

か

れ

に

お

け

る

学
問
は

､

ル

ソ

ー

に

お

け

る

よ

う
に

､

人
間
的
自
然
に

対
立
し

こ

れ

を

香
足
す
る

も
の

､

と

し

て

規
定
さ

れ

る
｡

(

3
)

F
e

払

S
t

O

ど
i

2

ロ
功

こ
2

パ
オ

e

払

O

F

O
-

巴
∽

勺

罵

J

e

P

ロ

ロ
当
P

ロ
Y

勺
･

P
.

句
J

-

¢

笥
-

p
p
.

山

元
〉

岩
-

■
モ

ン

テ
ー

ニ

ュ

に

お

け

る

学
問
が

､

人

類
の

滅
亡
と

そ
の

堕
落
と

を

結

果
す
る

､

と
い

う
二

つ

の

規
定
を

与
え

ら

れ

る
の

に

た

い

し
､

ル

ソ

ー

に

お

け

る

学
芸
は

､

人
間
の

不

道
徳
化
に

そ
の

機
能
を

集
約
す
る

｡

こ

の

相

違
は

､

両
者
の

生
き
た

時
代
背
景
の

差
異
か

ら

う
ま
れ

る
｡

し
か

し
､

ル

ソ

ー

は
､

学
芸
の

他
方
の

機
能
を

把
握
し

な

か

っ

た

わ

け
で

は

な

く
､

モ

ン

テ

ー

ニ

ュ

の

う
ち
に

す
で

に

指
摘
さ

れ

う
る

歴
史
に

よ
る

証
明
と
い

う

発
想
を

援
用
し
て

､

モ

ン

テ
ー

ニ

ュ

に

お

け

る

第
一

規
定
に

近

似
す
る

そ

れ

を
､

過
去
の

歴

史
の

う
ち
に

規
定
す
る

｡

た

と

え

ば
､

か

れ

は
､

ギ
リ

シ

ャ

没
落
の

時
期
が

諸
芸
彿
の

進
歩
し

た

時
期
に

合
致
し

た
､

と

理

解
す
る

｡

｢
･

…
‥

諸

芸
衝
の

進

歩
が

な

さ

れ

る

と
､

習
俗
の

壊
願
と
マ

ケ

ド
ニ

ア

の

束
縛
と

が
､

す
ぐ

に

そ
の

あ
と

を

継

い

だ
+

(

S
.

〇

と
か

れ

は

指
摘
す
る

｡

ロ

ー

マ

､

エ

ジ

プ

ト
､

コ

ン

ス

タ

ン

テ
ィ

ノ

ー

プ
ル

の

没
落
は

､

い

ず
れ

も
､

学
芸
の

進
歩
が

原
因
で

あ
っ

た
､

と
さ

れ

る
｡

モ

ン

テ
ー

ニ

ュ

に

お

け

る

第
一

規
定
は

､

ル

ソ

ー

に

お

い

て

も

同
じ

く
､

前
者
に

お

け
る

｢

人
顆
+

に

代
っ

た

｢

社
会
+

あ

る

い

は

｢

国
家
+

の

滅
亡

､

に

お
い

て

規
定
さ

れ

る
｡

雨
思
想
家
が

学
芸
に

よ

る

人

間
的
自
然
の

香
認
に

同
意
す
る

と

き
､

学

♯

芸
に

対

極
す
る

人

間
的
自

然
の

実
体
に

つ

い

て

も

両
者
の

主

張
は

そ
の

基

湖

本
点
に

お

い

て

合
致
す
る

｡

ル

ソ

ー

が
､

人

間
的
自

然
の

属
性
と

し
て

､

学
芸
に

対

立

す

る

概
念

､

無

知
･

単
純

･

無
垢

･

粗

野
･

貧
窮

･

自
然
の

欲
求

･

正

直
･

湧
気

･

軍

事
的
美
徳

･

義
務
な

ど

を
､

そ

し
て

､

こ

れ

ら
の

属
性
を

体
現
す
る

お

そ

ら

く

は

実
在
し
た

人
間

･

農
民

を
､

指
摘
す
る

の

と

同
様
に

､

モ

ン

テ
ー

一

三
は

､

無
知

･

盲
目

･

単
純

･

素
朴

･

従
順

･

謙
虚

･

服
従

･

純
潔

･

ノ

非
文
明

化
な

ど
を

､

そ

し
て

､

こ

れ

ら
の

属
性
を

体
現
し

た

実
在
人

･

職

人
あ
る

い

は

農
民
を

､

あ

げ

る
■｡

ル

ソ

1

に

お

け
る

無
知
…
‥

･
貧
窮
は

､

モ

ン

テ
ー

ニ

ュ

に

お

け

る

無
知
…
‥

･
素
朴
と

同
じ

く
､

人
間
の

自
然
で

あ

り
､

こ

れ

を

保
障
す
る

基
礎

要
件
で

あ
る

｡

そ

れ

は
､

い

ず
れ

も

無
知
に

収

赦
す
る

｡

こ

の

基
本
点
で

合
致
す

る

両
思
想
家
の

人
間
的
自
然
の

概
念
は

､

し
か

し
､

そ
の

無
知
に

.
よ
っ

て

実
現
さ
れ

る

そ
の

無
知
を

含
め

た

徳
の

発
現
形

態
に

お
い

て
､

異
な

る
｡

す
な

わ

ち
､

ル

ソ

ー

に

お
い

て

は
､

肉
体

･

精

神

的
｢

活
力
+

と

し

て
､

モ

ン

テ
ー

ニ

ュ

に

お

い

て

は
､

自
然

･

神
へ

の

｢

服
従
+

と

し
て

､

現
わ

れ

る
｡

こ

の

差
異
は

､

前
者
に

お

け

る
､

ス

パ

ル

タ

人
の

｢

英
雄
的
な

諸
行
為
+

(

S
.

り
)

へ

の

礼
讃

､

あ

る

い

は
､

｢

肉

体
の

力
や

活
力
が

見
出
さ

れ

る

で

あ

ろ

う
の

は
､

農
民
の

粗

野
な

衣
服
の

下
で

あ
る

…

…
+

(

S
●

占

と
い

う
農
民
の

規
定

､

と

な
っ

て
､

そ

し
て

､

後
者
に

お

け
る

､

宗
教
戦
争
に

介
入

せ

ず
に

自
然
の

推
移
と

伝
来
の

信
仰
.

に

服
す
る

｢

…
:

･

み

ず
か

ら

を

自
然
の

赴
く
に

ま
■か

せ

て

学
問
も

占
い

も

も

た

ず
に

､

た

だ

そ

の

時
の

感
情
に

応
じ

て

事

物
を

測
る

農
民

…
…
+

(

声

窒
e

へ

の

思
慕

､

と

な
っ

て

現
わ
れ

る
｡

同
じ

く

倫
理

的

価

値
の

や
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計

計

一

1

軒

体
現
者
と

し
て

措
定
さ

れ

た

農
民

は
､

前
者
に

お

い

て

は
､

｢

宮

廷

人
+

と

対

比
さ
れ

た

未
開
人
的
自
然
人
で

あ

り
､

後
者
に

お

い

て

は
､

特
定
の

信

仰
に

生

き
る

宗
教
的
自
然
人
で

あ

る
｡

こ

れ

は
､

雨
着
に

お

け
る

学
芸
に

よ

る

堕

落
の

態
様
の

差
異
に

対

応
す

る
｡

ル

ソ

ー

は
､

十
八

世
紀
フ

ラ
ン

ス

の

現
実
に

お

け

る

学
芸
に

よ

る

人

間

の

堕
落
を

糾
弾
し

て
､

｢

精
疑

､

不

安
の

陰
､

恐
れ

､

冷
淡

､

謹
慎

､

嫌

悪
､

う
ら
ぎ

り

が
､

上

品
さ
の

あ
の

一

様
に

し
て

虚
偽
の

巽
の

下
に

､

つ

ま

り
､

こ

れ

ほ

ど

に

も

空

虚
な

あ
の

優
雅
さ

の

下
に

､

た

え

ず
隠
さ
れ

て

い

る
｡

こ

の

優
雅
さ

に

こ

そ
､

わ

が

時
代
の

光
明
は

由

来

す
る

の

で

あ

る
+

(

印
加
)

と
の

ぺ

る
｡

そ

し

て
､

｢

余
暇
+

｢

良
い

趣
味
+

｢

奪
修
+

(

S
･

-

山

こ
上

な
ど

が

悪
徳
に

加
え

ら

れ

る
｡

こ

れ

ら

悪
徳
は

､

｢

楽
し
み
の

手

段
+

に

ま
で

化
さ

れ

た

学
芸
の

進
展
段
階
に

対

応
し
た

悪
徳
で

あ

る

が

ゆ

え

に
､

根
深
く

､

か

つ
､

そ

の

発
現

形
態
も

粗
暴

な

直

接

性
を

迂
回

し

た
､

優
雅
さ

･

上

品
さ

に

媒
介
さ

れ

る

間
接
性
を

お

び

る
｡

こ

れ
に

た

い

し

て
､

モ

ン

テ
ー

ニ

ュ

に

お

け
る

現
実
的
人

間
像
の

属
性

･

悪
徳
の

発
現

形
態
は

､

よ

り

直
接

的
･

具
体
的
で

あ
る

｡

｢

非
恒
常
性

､

不

決
断

､

不

確

実
､

悲
し

み
､

迷
信

､

不

安
､

野
心

､

食
欲

､

嫉
妬

､

羨
望

､

:

…
･

､

戦

争
､

虚
偽

､

不
忠
誠

､

中
傷
あ

る
い

は

好
奇
心
+

(

E
･

訟
e

､

そ

し

て
､

恐
れ

､

野
心

､

革
新
へ

の

志
向

､

反
乱

､

不

服
従
(

声

訟
¢
)

は
､

十
六

世

紀
フ

ラ
ン

ス

に

お

け
る

社
会
的
無
秩
序
の

直
接

的
な

反
映
で

あ

る

人

間

像
の

､

具
体
的
な

指
標
で

あ
る

｡

ル

ソ

ー

に

お

け

る

悪
徳
の

態
様
は

､

未

分
化

･

内
向

性
･

間
接

性
･

静
態
性
で

あ

る

の

に

た

い

し
､

モ

ン

テ
ー

ニ

ー

に

お

け
る

そ

れ

ほ
､

外
向
性

･

直
接
性

･

動
態
性
を

そ
の

特
徴
と

す

る
｡

そ

の

た

め

に
､

前
者
は

､

す
で

に

の

ぺ

た

よ

う
に

､

よ

り

動
態
的
な

｢

活
力
+

を

人

間
的
自
然
の

有
力
な

実
体
と

し

て

規
定
し

ょ

う
と

し
､

後

者
は

､

｢

従
順
+

に

よ
っ

て

獲
得
さ

れ
る

よ

り

静
態
的
な

も
の

を

そ

の

実

体
と

し
て

規
定
し
ょ

う
と

し

た
｡

モ

ン

テ
ー

ニ

ュ

と
ル

ソ

ー

と

は
､

同
一

の

発
想
を

駆
使
し

て

学
芸
批
判

を

行
な
い

な

が

ら
､

形
式
で

あ

る

そ
の

発
想
を

把

持

す
る

実

体
に

お

い

て
､

い

く
つ

か

の

差
異
を
み

せ

て

い

る
｡

こ

の

差
異
は

､

両
思
想
家
に

お

け
る

学
芸
の

発
生

因
の

把
握
に

お
い

て
､

さ

ら

に

明
確
と

な
る
｡

〓

学
芸
の

発
生

因
と

倣
慢

モ

ン

テ

ー

ニ

ュ

と
ル

ソ

ー

と

は
､

学
芸
が

人

間
の

倣

慢
か

ら

発

生

す

る
､

と

考
え
る

点
に

お
い

て

そ
の

見
解
を

同
じ

く

す
る

｡

ル

ソ

ー

は
､

諸
学
問
が

､

迷
信

､

野
心

､

憎
徳

､

追
従

､

虚
偽

､

食
欲

､

虚
し
い

好
奇
心

､

か

ら

う
ま

れ

る
､

と

規
定
し

た

あ

と
､

つ

づ

け
て

｢

す

べ

て

の

も
の

､

そ

し
て

､

悪
徳
で

さ

え

も

が
､

人

間
の

倣

慢
(

○
→

g

忘
-

-

F
声

2
巴

且

か

ら

う
ま

れ
る

｡

そ

れ

ゆ
え

､

諸

学
問

･

芸
術
は

､

そ

の

生

誕
を

わ
れ

わ

れ
の

悪
徳
に

負
う
+

(

S
･

-

N
)

と
い

う
｡

学
芸
は

､

ま

ず
､

人
間
の

倣
慢
に

淵
源
し

､

悪

徳
が

そ
の

媒
体
の

機
能
を

果
た

し

て
､

う
ま

れ
る

､

と
さ

れ

る
｡

こ

の

倣
慢
は

､

学
芸
を

起
す
に

あ

た
っ

て

悪
徳
を

ど
の

よ

う
に

媒
体
と

す
る
の

か
｡

こ

の

点
に

つ

い

て

か

れ

は
､

｢

余
暇
の

う
ち
で

う

ま

れ

た

諸

学
問
は

､

か

わ
っ

て
､

こ

の

余
暇
を

培
う
+

(

抑

-

山

)

と
､

そ

し
て

､

｢

諸

芸
循

･

文

学
の

つ

ぎ
に

は
､

他
の

は

る

か

に

悪
い

悪

徳
が

続
く

｡

そ

れ

が

9

奪
修
で

あ
っ

て
､

そ

れ

は
､

人
間
た

ち
の

余
暇
や

虚
栄
か

ら

う
ま
れ

た

そ

朗
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れ

ら

(

学

芸

-
筆
者
)

と

同
じ

ょ

う
に

し
て

う

ま

れ

た

も

の

で

あ

る
+

(

∽
･

-

占

と
い

う
｡

こ

こ

で
､

余
暇

･

奪
俸

･

虚
栄
は

､

学
芸
の

発
生

と

そ
の

結
果
と
に

必

然
的
に

付
随
す
る

も
の

と

さ
れ

る
｡

こ

れ

ら

悪
徳
の

各

項
の

関
係
は

､

余
暇
が

学
芸
に

よ
っ

て

み

ず
か

ら
を

保
障
さ

れ
､

そ
の

余

暇
は

奪
惨
を

随
伴
し

､

そ

し
て

､

こ

れ

ら

余
暇
と

膏
修
と
に

支
え

ら

れ

て

虚
栄

(

倣

慢
)

が

学
芸
を

う
む

､

と
い

う
回

帰
的
関
係
に

あ

る

も
の

と

推

定
さ

れ

る
｡

学

芸
の

発
生

因

は

あ

く
ま
で

倣
慢
で

あ

る

が
､

他
の

悪

徳

は
､

こ

の

倣
慢
の

学
芸
へ

の

具
体
化
を

保
障
す
る

､

と

い

う
機
能
を

荷
う

意
味
に

お
い

て
､

倣
慢
の

媒
体

た

り

う
る
の

で

あ
る

｡

し
か

し
､

学
芸
の

発
生
に

お

け

る

悪
徳
と
い

う
こ

の

媒
体
の

措
定
は

､

ル

ソ

ー

が
､

そ
の

現

実
批
判
で

あ

る

学
芸

批
判
の

対

象
と

し
て

設
定
し
た

特
定
の

階
層
を

配
慮

す
る

こ

と

な

し

に

は
､

モ

ン

テ
ー

ニ

ュ

は
､

め
る

｡

か

れ
は

､

｢

…
･

d
e

β
○

汀
e

O

官
2 .

〇

且

ほ

と

ん

ど

理

解
さ

れ

え

な
い

こ

と

が

ら

で

あ

る
｡

ル

ソ

ー

と

同
じ

く
､

学
問
の

発
生

因
を

倣
慢
に

求

わ

れ

わ

れ

は
､

判
断
の

自
由
奔
放
さ
(
-

P

-

-

O

e

ロ
O

e

に

よ
っ

て
､

誤
っ

て
､

理

性
､

学
問

､

尊
厳
な

ど

を
わ

れ

わ

れ
の

も
の

と

し
､

そ
の

資
産
と

し

て

い

る
+

(

甲

訟
○

と
､

あ

る
い

は
､

｢

人
間
を

普
通

一

般
の

遥
か

ら

放
り

出
し

､

詔
も

ろ

の

革

新

へ

の

志
向

を

抱
か

せ

た

の

は
､

こ

の

倣
慢
で

あ

り
､

そ

し
て

､

永
遠
の

罪

へ

の

道
に

踏
み

迷
い

抜
け

出
る

道
を

失
っ

た
一

群
の

人
び

と
の

指
導
者
に

な
っ

た

り
､

誤
謬
と

嘘
偽
と

の

説
教
者
に

な

る
こ

と

を

人

間
に

好
ま
せ

た

の

は

…
:

二

ま
さ

に

こ

の

倣
慢
で

あ

る
+

(

申

訳
い

)

と
い

う
｡

こ

の

場
合

､

革
新
へ

の

志
向

‥
永

遠
の

罪
へ

の

道
･

誤

謬
と

虚

偽

は
､

か

れ

の

い

う

｢

学
問
+

で

あ

る
､

と

考
え

て

よ
い

｡

ま

た
､

そ
の

よ

う
な

学
問
を

人

間

に

与
え
た

｢

判
断
の

自
由
奔
放
さ
+

は
､

p

β

巴
O

g

訂

や
0

0

且
e

O

t

喜
e

と

と

も

に
､

｢

人

間
的
理

性
+

と

同
じ

意
味
内

容
で

あ

る
｡

こ

こ

に

明
ら

か

卯3

な

よ

う
に

､

ま

ず
人

間
的
理

性
が

学
問
の

発
生

因
で

あ
る

｡

と
こ

ろ
が

､

モ

ン

テ

ー

ニ

ュ

に

お

け

る
こ

の

人
間
的
理

性
は

､

倣

慢
を

通
し
て

の

み

発
現
さ

れ

る
｡

人

間
的
理

性
は

､

そ
の

｢

形
相
+

(

甲

怠
こ

で

あ
る

自
然

･

神
の

恩
寵
を

宿
さ

な
い

理

性
で

あ
る

｡

理

性
の

有
効
性
の

横
波

･

形
相
を

荷
わ

な
い

が

ゆ

え

に
､

人
間
的
理

性
は

､

い

か

な

る

能
力

を

も

も
た

な

い
｡

こ

の

人

間

的
理

性
(

p

誌
払

O

m
官

i

O

且

は
､

そ
こ

で
､

倣
慢
(

｡

扁
喜
ロ
)

を

介
し

て

の

み

自
己
を

対

象

化

す
る

｡

人
間
的
理

性

の

発
現
形
態

･

倣
慢
は

､

モ

ン

テ
ー

ニ

ュ

に

お

い

て

は
､

そ
の

人

間
的
理

性
の

無
根
拠
性
で

あ

る
｡

し
た

が
っ

て
､

こ

こ

で

い

う
か

れ

の

｢

学
問
+

は
､

｢

永
遠
の

罪
へ

の

這
+

あ

る
い

は

｢

誤

謬
と

虚
偽
+

と

同

値
で

あ

り

う
る

し
､

同
時
に

ま

た
､

学
問
の

発
生

因
も

人
間

的
理

性
の

具
体

化
さ

れ

た

倣
慢
に

求
め

ら
れ

る
｡

こ

こ

か

ら
､

モ

ン

テ
ー

ニ

ュ

の

い

う
倣
慢
が

き

わ

め

て

宗
教

的
な

制
約

亨
フ

け

て

規
定
さ

れ

る
の

に

た

い

し
､

ル

ソ

ー

の

い

う

倣
慢
が

宗
教
性
を

よ

り

排
除
し

て

規
定
さ

れ
る

､

と
い

う
差
異
が

う
ま

れ

る

と

と

も

に
､

こ

こ

に
､

両
者
の

思
想
の

も
っ

と

も
い

ち

じ
る

し
い

差
異
が

由
来
す
る

｡

す

な

わ

ち
､

そ
の

差
異
と

は
､

両
者
の

思
想
に

お

け

る
､

倣
慢
の

具
体
化
を

保
障
す

る

領
域
の

差
異
で

あ

る
｡

す
で

に

の

ぺ

た
よ

う
に

､

モ

ン

テ

ー

ニ

ュ

に

お
い

て

は
､

倣
慢
は

､

人

間
的
理

性
が

そ

れ
み

ず
か

ら
を

発
現

す
る

具
体

的
な

形
態
で

あ
る

､

と

い

う
関
係
を

人

間

的
理

性
に

た

い

し
て

も
つ

｡

こ

れ

に

た
い

し
て

､

ル

ソ

ー

に

お

け

る

倣
慢
は

､

余
暇

･

奪
移
と
い

う
悪

徳
を

媒
体
と

し
て

､

は

じ
め

甥

噂

,

←

■
塘
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て
､

学
芸
の

発
生

因
た

り

う
る

｡

す
な

わ

ち
､

モ

ン

テ

ー

ニ

ュ

に

お

い

て
､

倣
慢
の

学
芸
へ

の

転
化
を

基
礎
づ

け
て

こ

れ

を

可

能

に

す

る

も

の

は
､

人
間
的
理

性
そ

れ

自
体
で

あ

り
､

ル

ソ

ー

に

お
い

て

は
､

そ
れ

は
､

余
暇

･

奪
惨
と
い

う

悪
徳
の

共
存
で

あ
る

｡

モ

ン

テ

ー

ニ

ュ

に

お

け

る

人

間
的
理

性
そ

れ

自
体

､

そ

し

て
､

ル

ソ

ー

に

お

け
る

余
暇

･

膏
俸
の

共
存

､

と
い

う
そ

れ

ぞ

れ

の

倣
慢
が

そ
の

具
体

化
を

許
さ

れ

る

こ

の

関
係

領
域
の

差
異
は

､

そ
の

ま

ま
､

両

者
の

学
芸
批

判
の

対

象
領
域
の

差
異
と

な
っ

て

現
わ

れ
る

｡

す
な

わ

ち
､

モ

ン

テ
ー

ニ

ュ

に

お
い

て

は
､

学
芸
批
判
の

対

象
は

､

人

間
的
理

性
そ

れ

自
体
に

､

ル

ソ

ー

に

お

い

て

は
､

余
暇

･

奪
移
を

楽
し

む

特
定
の

階
級
に

､

設
定
さ

れ

る
｡

か

れ
の

学
芸
批
判
は

､

こ

の

意
味
に

お
い

て
､

十
八

世
紀
中
葉
の

ア

ン

シ

ャ

ン

･

レ

ジ

ー

ム

下
に

お

け

る

特
権
的
有
産
階
級
に

そ
の

焦
点
を

む

け

た

現

実
の

社
会
批
判
で

あ

る
､

こ

と

が
こ

こ

か

ら

明
ら
か

に

さ

れ

る
｡

そ

れ

ゆ

え
､

こ

の

批
判
の

基
本
原
理

を

な

す
人

間
的
自
然
の

実
体
も

､

か

れ

に

お
い

て

は
､

モ

ン

テ
ー

ニ

ュ

に

お

け

る

そ

れ

と

同
じ

く
､

ま

ず
､

無
知

で

あ

り

な

が

ら
､

余
暇
(

無
為
)

の

対

概
念
で

あ

る

精
神
的

･

肉
体
的
活

力
を

そ
の

主

要
な

属

性
と

し

な

け
れ

ば

な

ら

な

か
っ

た
｡

人
間
的
理

性
に

そ
の

批
判
の

対

象
を

定
め

る

ほ

か

な

か
っ

た

他
方
の

モ

ン

テ

ー

ニ

ュ

は
､

ル

ソ

ー

と

異
な
っ

て
､

宗
教
戦
乱
の

直
接
的
原
因
を

宗

教
改
革
に

求
め

な

が

ら

も
､

な
お

､

特
定
の

階
級
を

と

ら

え
て

社
会
そ
れ

自
体
の

内
部
で

こ

れ
の

批
判
を

遂
行
す
る

こ

と

が

で

き

な
か

っ

た
｡

か

れ

を
ル

ソ

ー

か

ら

隔
て

る
こ

の

巨
大
な

差
異
は

､

十
六

世
紀
フ

ラ
ン

ス

の

社

軒

会
的
無
秩
序
が

か

れ

に

社
会
そ
れ

自
体
を

認
識
し

う
る

範
疇
を

把
握
さ

せ

な
か

っ

た
こ

と
､

そ

し
て

､

こ

の

こ

と

の

た

め

に
､

か

れ
･

目

身
が

世
m

界
を

永
遠
に

動
揺

･

流
転
す
る

認
識
不

可
能
な

存
在
と

規
定
せ

ざ

る

を
え

な
か

っ

た

(

声

笥
3

こ

と
､

に

淵
源
す
る

で

あ

ろ

う
｡

そ
の

結
果

､

ル

ソ

ー

が

特
定
の

階
奴
と
い

う
社
会
の

特
殊
な

領
域
に

お
い

て

そ
の

学
芸
批
判
を

現
実
批
判
た

ら

し

め

た
の

に

た
い

し
､

モ

ン

テ

ー

ニ

ュ

は

個
別
的
で

あ

り

な
が

ら

同
時
に

普

遍
的
な

十
六

世
紀
フ

ラ

ン

ス

人

間
一

般
と
い

う
領
域
に

お

い

て

そ

の

学
芸
批
判
を

現
実
批
判
た

ら
し

め

た
の

で

あ

る
｡

こ

こ

に
､

発
想
の

顕
著
な

類
似
を

示

す
両
者
の

思

想
の

分
れ

目
が

あ

る
｡

一

方
の

ル

ソ

ー

が
､

さ

ら

に

そ
の

社
会
批
判
を

推
進
し

て
､

す
で

に

こ

の

段
階
に

お

い

て

そ

れ
の

構
想
を

示

唆
す
る

｢

不

平
等
起
漁

論
+

を

経

て

｢

社
会
契
約
論
+

へ

と
､

他
方
の

モ

ン

テ
ー

ニ

ュ

が
､

自
己

自
身
か

ら

の

人

間
的
理

性
の

除
去
と
い

う
白
己
香
定
を

契
機
に

人
間
的
自
然
の

十
全

な

る

獲
得
へ

と
､

そ

れ

ぞ

れ
の

思
想
の

営
為
を

進
展
さ

せ

た

分
岐
点
は

､

こ

こ

に

あ
っ

た
の

で

あ
る

｡

し

か

し
､

こ

の

分
岐
は

､

両
思
想
家
の

思
想
の

異
質
性
を

示

す
指
標
な

の

で

は

な

く
､

そ

れ

は
､

市
民
社

会
の

成
熟
度
に

対

応
し
て

､

モ

ン

テ
ー

ニ

ュ

に

お

け

る

近

代
思
想
の

萌
芽
的
結
実
が

ル

ソ

ー

に

お
い

て

社
会
化
さ

れ

た
､

こ

と
の

指
標
な
の

で

あ

る
｡

こ

の

こ

と

は

両

者
に

お

け

る

自

然

観
･

教
育

論
に

み

ら

れ
る

類
似
と

差
異
と
が

明
白
に

証
を

す
る

で

あ

ろ

I

フ
0

(

一

九

六
三

年

十
二

月

十

六

日
)

(

一

橋
大

学

大

学
院

学

生
)
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