
古
代
ギ

リ

シ

ャ

に

お

け
る

科
学

思
想
成
立
の

問
題
点

( 1 ) 古 代 ギ リ シ ャ に お け る 科 学恩 恵 成 立 の 問題 点

古

代
ギ

リ

シ

ャ

に

科

学
が

あ
っ

た

か

ど

う
か

は

疑
問
で

あ

る
｡

科

学
を

:
s

c
i

2

n
C

e

｡

.
の

意
味
に

と

れ

ば
､

そ

の

よ

う
な

｢

知
+

は

(

1
)

人

撰

発
生

以

来
あ
っ

た

と
い

っ

て

よ

い

で

あ

ろ

う
｡

し
か

し
､

日

ヽ

ヽ

本

譜
で

｢

科

学
+

と
い

う
と

き
､

そ

れ

は

す
で

に

分

科

し

た

学
と

し

て
､

一

定
の

方

法
つ

ま

り

近

代

科
学
の

方

法
を

持
っ

た

学

と
し

て

登

場
し

て

き
た

も
の

を

指
し
て

い

る
｡

こ

の

よ

う

な

意
味
で

の

｢

科

学
+

が

古

代
ギ

リ

シ

ャ

に

あ

っ

た

か

ど

う
か

に

は

問
題
が

あ

る
｡

し
か

し
､

科

学
を

｢

近

代

科

学
の

方

法
に

よ

る

S

C

訂
n
n

2

+

と

限

定
し

た

う
え

で
､

さ

ら
に

､

そ

の

よ

う
な

も
の

が

い

つ

成

立

し
た

か

に

は

種
々

の

議
論
が

あ

る
｡

坂
.

本

質

三

近

代

科
学
の

成

立

は
､

一

応
は

十
七

世

紀
と

見
な

さ

れ

て

い

る
｡

ガ

リ

レ

イ

か

ら
ホ

イ

ヘ

ン

ス

ヘ

と

流
れ

る

力
学
の

成

立
が

そ

れ

に

あ

て

ら

れ

る
｡

仮
説
を

立
て

て

実
験
を

行

な
い

､

そ

の

結
果
を

量

的
に

測
定

し
て

数
式
で

表
現
し

､

式
で

表

現

さ

れ

た

諸
関
係
を

さ

ら

に

実
験
に

よ

っ

て

検
証

す
る

と
い

う

研

究
の

仕
方
で

あ

る
｡

こ

れ

に

加
え

て
､

デ
カ

ル

ト

の

自
然
学
が

も

う
一

つ

の

軸
を

な

し

て

い

て
､

自

然
か

ら

実
体

形
相
な

る

も

の

を

排
除
し

て

目

的
論
を

斥

け
､

運
動
を

も
っ

ぱ

ら

空

間
的
な

位
置
の

変
化
と

し

て

扱
う

自
然

観
で

あ

る
｡

こ

の

自
然
観
は

､

す
べ

て

の

自
然
現

象
を

空

間
的
に

､

幾
何

学
的
に

表

現

す
る

こ

と

を

要
求

す
る

か

ら
､

解

析
幾
何

学
の

成
立

に

よ

っ

て
､

ガ

リ

レ

イ
=

ホ

イ
ヘ

ン

ス

の

流
れ

と

結
び

つ

く

の

で

あ

る
｡

∂9



一 橋論叢 第 七 十 巻 第 二 号 ( 2 )

こ

の

よ

う
な

近

代
科

学
の

成

立
は

､

バ

タ

ー

フ

ィ

ー

ル

ド

以

来

(

2
)

｢

科
学

革
命
+

と

呼
ば

れ
て

い

る

が
､

歴

史
を

た

ど
っ

て

見
る

と

こ

こ

で

急

激
な

質
的

転
化
が

行
な

わ

れ

た

と

は

考
え

ら
れ

な

い

の

で

あ

っ

て
､

ガ

リ

レ

イ

の

先

駆

者
に

は
､

ス

テ

ゲ
イ

ン

や
コ

ペ

ル

ニ

ク

ス
､

さ

ら

に
ニ

コ

ラ

ウ

ス

･

ク

サ

ー

ヌ

ス

が

見
出
さ

れ
､

さ

か

の

ぼ

れ

ば
､

十
三

世

紀
の

オ

ッ

ク

ス

フ

ォ

ー

ド

学
派

や
パ

リ

学

(

3
)

派
に

近

代

科
学
の

汲
泉
を

見
出
し

う
る

｡

デ
カ

ル

ト

ほ

十
三

世

紀

以

来
の

新
し
い

科

学
の

方

法
を

哲
学
と

し

て

定

式
化

し
た

と

言
う

こ

と

も
で

き

る

の

で

あ

る
｡

そ

し

て
､

ル

ネ

サ

ン

ス

の

科
学
者
た

ち
が

､

そ

の

研

究
に

あ

た
っ

て
､

大
き

な

刺

激
を

受
け
た

の

は
､

(

4
)

ア

ル

キ

メ

デ
ス

で

あ

り
､

エ

ウ

ク

レ

イ

デ
ス

で

あ
っ

て
､

か

れ

ら

は

紀
元

前
三

世

紀
の

人
々

で

あ

る
｡

事
実

､

ア

レ

ク

サ

ン

ド

リ

ア

時
代
の

科
学
を

見
る

と
､

エ

ウ

ク

レ

イ

デ
ス

､

ア

ル

キ

メ

デ
ス

の

ほ

か

ア

リ

ス

タ

ル

コ

ス
､

エ

ラ

ト

(

5
)

ス

テ

ネ

ス
､

パ

ブ

ボ

ス

な

ど
､

近

代
科

学
と

変
ら

な
い

方

法
に

よ

り
､

今
日

も

な

お

生

き

て

い

る

諸

成

果
を

残
し

て

い

る

の

で

あ

っ

て
､

そ

の

意
味
で

は
､

科

学
の

成

立
を

こ

こ

ま

で

さ

か

の

ぼ

ら
せ

る

こ

と

が

で

き

る
｡

逆
に

た

ど

れ

ば
､

近

代

科
学
と

同

じ

も
の

が

そ

こ

に

あ
っ

た

と

い

う
こ

と

に

な

る

が
､

歴
史
的
に

は
､

ル

ネ

サ

ン

ス

の

科
学

者
た

ち
が

ア

レ

ク

サ

ン

ド

リ

ア

科

学
を
モ

デ
ル

に

し

た

と

も

言

え

る
｡

と
こ

ろ
が

ア

レ

ク

サ

ン

ド

リ

ア

科

学
は

､

プ

ラ

の
一
.

⊥

ト

ン

と
ア

リ

ス

ト

テ

レ

ス

の

影
響
を

強

く

受
け
て

お

り
､

そ

の

源

泉
に

は

ビ

ュ

タ

ゴ

ラ

ス

況
や

ミ

レ

ト

ス

派
の

哲

学
者
た

ち
が

お

り
､

か

れ

ら

は

ま
た

､

エ

ジ

プ

ト

や

メ

ソ

ポ

タ

ミ

ア

の

天
文

学
･

幾
何

学
･

医

学
そ

の

他
の

大
き

な

影
響
を

受
け
て

い

る

の

で

あ

る
｡

こ

の

よ

う
に

過

去
へ

過

去
へ

と

渕

行

し
て

行
く
と

､

つ

ま
る

と
こ

ろ

人

間
の

発
生
の

と

こ

ろ

ま
で

到

達
し
て

し

ま

う
｡

科
学
は

人

類
の

誕

生

と

と

も
に

あ

っ

た

と

い

う
こ

と
に

な

る

の

で

あ

る
｡

こ

の

よ

う
な

事
情
は

何
も

科
学
に

限

ら
れ

な
い

の

で

あ
っ

て
､

絵
画
や

音

楽
の

歴

史
に

お

い

て

も

同
じ

事
情
が

存
在
す

る
｡

し
か

し
､

美
術
や

音
楽
は

そ

れ

白
身

､

人

間
の

表
現
で

あ

り

永

遠
の

も

の

で

あ
っ

て

よ

い

が
､

科

学
は

認

識
の

一

つ

の

形
態
で

あ
っ

て
､

非
科

学

的

な
も

の

と

対

立
し

､

他
の

認

識
方

法
と

区

別
さ

れ

る

特

質
を

持
っ

て

い

る

の

で

あ

る

か

ら
､

こ

の

よ

う
に

人

顆
の

誕

生
に

ま
で

さ

か

の

ぼ

っ

て

し

ま

う
と

｢

科

学
+

は

｢

知
識
+

と

同

義
に

な

り
､

あ

る

い

は

広
義
の

｢

哲
学
+

と

同
じ

こ

と

に

な
っ

て
､

科

学
の

特
質
が

見

失
わ

れ

て

し

ま

う
こ

と

に

な

る
｡

科

学
史
と

い

え
ば

宗
教
史
や

哲
学

史
と

は

区

別
さ

れ

る

の

で

あ

る

か

ら
､

科

学
と

し

て

成
立

す
る

出
発
点
が

確
定
さ

れ

な

け

れ

ば

な

ら

な

い
｡

あ

る

い

は
､

認

識
の

歴

史
の

な

か

で
､

科

学
的

認

識

｢



｢
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( 3 ) 古 代 ギ リ シ ャ に お け る 科 学思 想成 立 の 問題点

な
い

し

科

学

的

思

考
へ

の

転
回

点
を

見

出
さ

な

く
で

は

な

ら

な
い

の

で

あ

る
｡

最
近
は

､

オ

リ

エ

ン

ト

に

お

け
る

発
掘
や

考
古
学
的

研

究
が

進
ん

で
､

ギ
リ

シ

ャ

科

学
の

成

果
と

見
倣
さ

れ

て

い

た

も

の

の

多
く
が

オ

リ
エ

ン

ト

に

起

源
を

も
っ

て

い

る

こ

と
が

明

ら
か

に

な
っ

て

き

て

い

る
｡

し
か

し
､

そ

れ

に

も

か

か

わ

ら

ず
､

(

あ

る

い

は

｢

そ

れ

ゆ

え
に
+

と
い

う
ぺ

き

で

あ

る

か

も
し

れ

な
い
)

､

｢

科

学
+

の

成
立

を

古
代
ギ

リ

シ

ャ

に

求
め

る

こ

と
は

揺
ら
い

で

は

い

な
い

｡

そ

の

理

由
は

､

後
に

検
討
さ

れ

る

が
､

そ

う
い

う
わ

け
で

､

ギ

リ

シ

ャ

科

学
の

成

立
を

問
う
こ

と

は
､

科
学
そ

の

も

の

の

成
立

を

問
う
こ

と

に

な

る

の

で

あ

る
｡

(

1
)

s

c

岩
.

ロ
C
e

の

諸

政
は

､

ラ

テ

ン

語
s

c

岩
.

n
t
i

p

の

も

と

に

な
っ

た

動

詞
s

c
i

ひ

で

あ

る
｡

s

c
-

⑳

は

｢

知

る
+

と
い

う

意

味
で

あ

る

が
､

そ

の

語

根

S

A
C
l

-

S

E
C
･

は
､

ギ

リ

シ

ャ

語
の

q

宍
J

q

宍
?

と

同

様
､

｢

割
る
+

｢

分

け
る
+

の

意
で

､

∽

e

メ

S

e
C

江
○

ロ
.

S

p

弓
.

-

ロ
∽

e
C

t

な

ど
の

語
の

基
に

な
っ

た
｡

サ

ン

ス

タ

リ

γ

ト

語

の

c

首
?

(

切

る
)

と

も

関

係
が

あ
る

ら

し
い

｡

だ

か

ら
､

こ

こ

で

の

｢

知
+

と

は
､

分

析
的

知
の

こ

と
で

あ

り
､

そ
の

起

源

は

人

類
の

誕

生
に

ま

で

さ

か

の

ぼ

り

得
る

｡

(

近

刊
､

拙
著

『

磯
城
の

現

象

学
』

岩

波

書

店

参

照
)

｡

(

2
)

]

甲

山
u
t
t

e
l

=
訂

声

り

訂

Q

3
.

恥
叫

莞
h

阜

S

&
等
3

邑
芸
声

-

宝
P

し

か

し
､

最
初
に

｢

科

学

革

命
+

と
い

う
語

を

使
っ

た
の

は

コ

イ
レ

で

あ
る

｡

(

A
･

H

ハ

○

ヨ
爪

-

爪
革
訂
～

計

監

b
訂

ぎ
デ

ー

芸
い

)
.

(

3
)

た

と

え

ば
､

句
一

く
P

ロ

∽
t

e
e

ロ

訂
r

昔
e

ロ
.

叫

訂

七

芸
Q

冨
山

芸
訂

已

5

き
書
芸
冨
～

叫

達

旨
恥

→
巴
ミ
霊
芝
計

〔

3
ぎ

ぢ
.

-

諾
汁

や

D
.

E
.

S

F

弓
ワ

+

耳
包

恵
9

汀

言
責

竹

芝
訂
岩
竹

首

已

○
ぶ

甘

邑

訂

芸
q

り
き
ニ
､

･

訂
恥

苫

旨

C
空
ゃ

ぎ
ぢ
､

-

富
谷

な

ど

を

参

照
｡

(

4
)

ア

ル

キ

メ

デ
ス

の

名

は
ヨ

ー

ロ

ッ

パ

中

世
に

お

い

て

も

記

憶

さ

れ
､

ア

ラ

ビ

ア

語
訳

も

あ
っ

た
｡

十
五

世

紀

中

葉
に

ク

レ

モ

ナ

や

ヤ

コ

ポ

に

よ
っ

て

ラ

テ

ン

訳
に

訳
さ

れ
､

ニ

コ

ラ

ウ

ス

･

ク

サ

ー

ヌ

ス

も
こ

れ

を

読
ん

だ
こ

と

が

確

め

ら

れ
て

い

る
｡

イ
ン

キ
ユ

ナ

ブ
ラ

は

な
い

が
､

最

初
の

版
本

は
一

五

〇
三

年
に

ヴ
ェ

ネ

チ

ア

で

出

さ

れ
､

重

要
な

タ

ル

タ

ー

リ

ア

訳

の

『

著

作

集
』

(

O
L

甘

言

ゝ

言

ぎ
莞
無
h

+

甘
1

宅
訂
Q

訂
ま

…

→

雫
訂
訂

§
T

こ

は
一

五

四

三

年
に

同

じ

く

ヴ
ェ

ネ
チ

ア

で

刊

行
さ

れ

た
｡

コ

ペ

ル

ニ

ク

ス

の

『

天

球
の

回

転
に

つ

い

て
』

の

出

版
と

同

年
で

あ
る

｡

ユ

ー

ク

リ

ア

ド
の

『

原

本
』

ほ

ポ
エ

テ

ィ

ウ
ス

の

ラ

テ

ン

語

訳
に

よ

っ

て

早

く
か

ら

知
ら

れ

て

お

り
､

最

初
の

版
本
は

一

四

八
二

年
に

ヴ
ェ

ネ

チ

ア

で

出
さ

れ

た
｡

こ

れ

は

ア

ラ

ビ

ア

語

訳
か

ら
の

重

訳
で

あ
っ

た

が
､

そ
の

後
ギ

リ

シ

ャ

語
か

ら
の

訳

が

バ

ル

ト

ロ

メ

オ
･

ザ
ン

ベ

ル

テ

ィ

､

ジ

ャ

γ

ク
･

ル

フ

ェ

ー

ブ
ル

､

ア

ユ

デ

リ

コ

･

コ

マ

ン

デ
ィ

ノ
､

ク

リ

ス

ト

フ

ァ

ー

･

ク

ラ

ゲ
ィ

ウ

ス

等
に

よ

っ

て

つ

ぎ
つ

ぎ
に

出

版
さ

れ

た
｡

そ

の

多

く

は

十
六

世

紀

で

あ

る
｡

(

5
)

か

れ

ら
の

成

果

を

見
れ

ば

明
ら

か

で

あ

る

が
､

た

と
え

ば
､

一

九
〇

六

年
に
ハ

イ
ベ

ル

(

1
.

L

H
e

旨
e

蒜
)

が

発

見

し
た

コ

ン

ス

タ

ン

テ

ィ

ノ

ー

プ

ル

写

本
の

中
の

｢

機
械

学

的

諸

定

理
に

関

す
る

万

一

.⊥

法
+

(

占
で
㌢

V
J

司
山

号

邑
ヒ

3
弓
ミ
き
U
亡

君
e
勺
巾

七

莞
む
と
)

は

求

積

ル
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法
や

重

心

を

求

め

る

方

法
に

つ

い

て

で

あ

る

が
､

厳

密

な

証

明
を

行

な
っ

て

い

る
｡

こ

ギ

リ

シ

ャ

科
学
は

､

通

常
､

イ

オ
ニ

ア

の

自
然
哲
学
者
た

ち
に

始
ま

る

と

さ

れ

て

い

る
｡

こ

こ

で

ほ

神

話
的

自
然
観
に

学
的
自
然

観
が

対

立
さ

せ

ら

れ
､

ミ
ュ

ト

ス

(

甘
箸
り
)

か

ら
ロ

ゴ

ス

(

ゝ

キ

易
)

へ

の

通
が

開
か

れ

た

と

さ

れ

る
｡

そ

の

最

初
の

人
は

､
､

､

レ

ト

ス

の

タ

レ

ス

で

あ

っ

て
､

｢

水
+

(

1
)

(

監
e

も

を

万

物
の

｢

も

と

の

も
の
+

(

合
点
)

と

し

た

と
い

う
こ

と
で

知
ら
れ

て

い

る
｡

｢

水
+

を

｢

も

と

の

も
の
+

と

し

た

と

い

う
の

は
､

き
わ

め

て

素
朴
単
純
な

思
考
で

あ

る

か

の

よ

う
に

見
え

る

が
､

自
然
を

説
明
す

る

に

あ

た

っ

て
､

神
に

よ

る

宇
宙

創
造

と

い

う

神
話
に

よ

っ

て

で

は

な

く
､

水

と
い

う

自
然
物
に

よ
っ

て

行

な

お

う

と

し
て

い

る
｡

こ

こ

に

対

象
に

対

す
る

新
し
い

態

度
が

見

ら

れ

る

と
い

う
の

で

あ

る
｡

エ

ウ

デ
モ

ス

に

よ

れ

ば
､

タ

レ

ス

は

(

2
)

｢

日

食
と

夏
至

･

冬
至
を

予
言
し

た
+

と
い

う
こ

と

で

あ

る

が
､

こ

の

こ

と

も
､

日

食
を

神
話
的
に

で

な

く
､

太

陽
や

月
を

天

体

と

し
て

､

つ

ま

り

自
然
物
と

し

て

と

ら

え
る

態

度
を

示
し

て

い

る

と

い

っ

て

よ

い
､

と
い

う
わ

け
で

あ

る
｡

タ

レ

ス

が

｢

水
+

を

ア

ル

ケ

ー

と

し

た

と
い

う
こ

と
に

つ

い

て

㈹
一

.⊥

は
､

ア

リ

ス

ト

テ
レ

ス

は

｢

か

れ

が

こ

の

見

解
を

抱
く
に

い

た

っ

た

の

は
､

お

そ

ら

く
､

す
べ

て

の

も

の

の

養
分
が

水

気
の

あ

る

も

の

で

あ

り
､

熟
そ

の

も

の

さ

え

も
こ

れ

か

ら
生

じ
､

ま

た

こ

れ

に

(

3
)

よ
っ

て

生

存
し

て

い

る

の

を

見
て

で

あ

ろ

う
+

と

言
っ

て

い

る

が
､

現

在
で

は
､

発
掘
さ

れ

た

粘
土

板
の

横

形

文

字

解

読
な

ど
か

ら
､

水

を

ア

ル

ケ

ー

と

す
る

考
え

方
が

メ

ソ

ポ

タ

ミ

ア

起
源
の

も
の

で

あ

る

こ

と
が

わ
か

っ

て

い

る
｡

た

だ
､

バ

ビ

ロ

ニ

ア

神
話
の

造

物

主
マ

ル

ド

ゥ

ク

を

排
除
し

て

｢

水
+

と

し
た

と

こ

ろ
が

タ

レ

ス

の

(

4
)

特
質
で

あ
る

と
い

っ

て

よ

い
｡

し

か

し

｢

水
+

は
暦
只

料
(

ヒ

ュ

レ

ー
)

で

あ

る
｡

ヒ

ユ

レ

ー

ヽ

ヽ

(

巳
已

は
､

も

と

材
木
の

意
で

あ
っ

て
､

物

質
材
料
を

指
す
の

で

あ

る

か

ら
､

創
造
の

は

た

ら
き

は
､

そ

れ

白
身
は

持
っ

て

い

な

い

は

ず
で

あ

る
｡

そ

こ

で

後
代
の

哲
学

史
家

は
､

｢

質
料
を

生

き

た

生

命
あ

る

も
の

と

考
え

る

考
え

方
+

で

あ

る

と

し

て
､

こ

れ

に

｢

物
括

論
+

(

H
y

-

O
N

O
i

s

m
)

と
い

う

名
を

与
え

､

タ
レ

ス

に

は

じ

ま

る

イ

オ
ニ

ア

派
の

人
々

を

｢

物
括

論

者
+

と

呼
ん

だ
｡

さ

ら

に
､

こ

の

よ

う
に

､

白
然
を

説
明

す

る

の

に

自
然
を

も
っ

て

す
る

の

で

あ

る

か

ら
､

か

れ

ら
の

考
え

方

は

素
朴
で

は

あ

る

が

(

5
)

｢

唯
物

論
+

で

あ

り
､

無
神

論
で

あ

る
､

と
い

う
こ

と
に

な

る
｡



( 5 ) 古 代 ギリ シ
ャ に お け る 科 学 思 想 成立 の 問題点

そ

こ

で
､

科

学
の

出
発
点

も
イ

オ

ニ

ア

の

自
然
哲
学

者
で

あ

り
､

そ

の

最
初
の

人

は

タ

レ

ス

で

あ

る

と
い

う
こ

と

に

な
る

｡

以
上

が
､

今
日

､

科
学

史
や

哲
学
史
の

書
物
を

開
い

た

と

き

に

す

ぐ
に

見
て

と

れ

る

｢

通

説
+

で

あ

る
｡

日

本
で

の

哲
学
史
の

書

物
は

､

大
体
に

お

い

て

十

九
世

紀
の

ツ
エ

ラ

ー
､

ユ

ー
バ

ー

ヴ
ュ

ー

ク

ら
の

哲
学

史
を

受
け
つ

い

で

き

た

も
の

が

多
く

､

科

学
と
の

(

6
)

関

連
に

お

い

て

も

事
態
は

あ

ま

り

変
っ

て

い

な
い

｡

新
し

く

は

フ

ァ

リ

ン

ト

ン

や

ト

ム

ソ

ン

も

紹

介
さ

れ

て

い

る

が
､

右
の

よ

う

な

所
説
に

お

い

て

は

技
術
史
や

社

会
史
と

の

関
連
を

重

視

し
て

い

る

以

外
あ

ま
り

違
っ

て

は

い

な
い

｡

イ

オ

ニ

ア

派
の

ア

ナ

ク

シ

マ

ン

ド

ロ

ス

に

つ

い

て

は
､

｢

ト
･

ア

ペ

イ

ロ

ン

+

を

ア

ル

ケ

ー

と
し

た

と
い

う
点

､

ア

ナ

ク

シ

メ

ネ

ス

に

つ

い

て

は

｢

空

気
+

を

ア

ル

ケ

ー

と

し

た

と

い

う

点
が

異
な

り
､

ま

た

生

成
の

過

程
や

量
的
変
化
が

質
的

変
化

を

び

き

お

こ

す

と

い

う

見
方

な

ど
に

新
し
い

展
開
が

見
ら

れ

る

が
､

上
に

述
べ

た

哲
学

以

前
と

の

比

較
に

お

い

て

は

根
本
的
に

異
な
る

と
こ

ろ
は

な

く
､

さ

き

に

タ

レ

ス

に

つ

い

て

述
べ

ら

れ

た

こ

と

は
一

般
に

イ

オ

ニ

ア

派

に

つ

い

て

も

そ

の

ま
ま

主

張
さ

れ

る
｡

こ

の

よ

う

な

｢

通

説
+

を

再
検
討
し

ょ

う

と
い

う
の

が

こ

の

小

論
の

主

旨
で

あ

る
｡

(

1
)

｡
山

号

各
七

計

鼓
て

昌
岩
e
亡

監
e
勺

旨
巾

q

且
q

ヨ
㌔
.

ロ
ー

e
-

s
.

甲

-

い
.

(

2
)

D

互
s

･

只
r

巳
-

N
､

b
訂

勺

⊇
恥
や

莞
邑
Q

賢
ヽ

耳
Q

岩

&
言

ミ
畢

〓
一

A
-

､

U
-

O

g
e
-

ユ
s

r
P

O

註
一

計
c
-

賀
O
r

∈

m

ワ
F
-

-

O
S

O

や
F
O

…
2
く

ー

t
-

s
･

Ⅰ

.

N

い
.

(

3
)

p

ロ
岩.
-

s
･

只
r

賀
N

､

-

-
･

A

-

N
､

A
r

を
O

t
e

】

声

竜
也

旨
+

盲
一
A

い
･

諾

旨
P

ア

リ

ス

ト

テ

レ

ス

『

形

而
上

学
』

岩
波

文

庫

出

陸

訳

上

三

三

ペ

ー

ジ
､

山

本

光

雄

編
『

初

期
ギ

リ

シ

ア

哲
学

者

断

片

集
』

岩

波

書

店

六
ペ

ー

ジ
､

訳
文

は

出

隆
氏
に

よ

る
｡

(

4
)

中

旬

賀
【

i

点
言
ロ

.

n

…
詠

哲
叫

昌

声

勺
e

ロ

習
i

ロ

p
.

山

γ

(

5
)

た

と

え

ば
､

古

在
･

山

崎
･

曙

唆
編

『

哲

学

研

究
入

門
』

東

大

出

版
会

上

巻

一

九
五

八

年

二

七
ペ

ー

ジ

(

岩

崎

允

胤

｢

古

代

哲
学
+

)

｡

(

6
)

た

と

え

ば
､

ハ

イ

ベ

ル

グ

『

古

代

科

学
』

平
田

寛
訳

鹿
島

研

究

所

出

版
会

昭

和
四

五

年

一

九
ペ

ー

ジ

な
ど

｡

三

ソ

ク

ラ

テ
ス

以

前
の

ギ

リ

シ

ャ

自
然
哲
学
に

科

学
の

源
泉
を

求

め

て

き
た

通

説
に

対

し
て

､

真
正

面
か

ら

疑
問
を

提
出
し
た

人
が

い

る
｡

も

う
亡

く
な
っ

た

が

ケ

ン

ブ

リ

ッ

ジ

大

学
の

コ

ー

ン

フ

ォ

ー

ド

教
授
で

あ

る
｡

一

九

四

二

年
夏
に

オ

ッ

ク

ス

フ

ォ

ー

ド

大
学

り

J

で

ギ

リ

シ

ャ

学
会
と
ロ

ー

マ

学

会
の

合
同
の

ミ

ー

テ

ィ

ン

グ

が

あ

J O

｢
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っ

た

と

き
､

｢

イ

オ
ニ

ア

哲
学
は

科

学
的

で

あ

っ

た

か

?
+

と

い

う

題
で

そ

の

考
え

が

提
出
さ

れ

た
｡

こ

の

と

き
か

れ

自
身
は

出
席

せ

ず
､

そ

の

草
稿
が

マ

レ

イ

教
授
に

よ
っ

て

代

読
さ

れ

た
｡

こ

の

(

1
)

草
稿
は

同

年
｡

+

す
亡

⊇
巴

O
f

H
e

ロ
e

n
-

c

S
t

…
-
i

2

S

:

に

掲
載
さ

れ
､

死

後
､

『

知
の

原
理
』

(

P
r
ト

ロ
C

首
ど
m
S

p

甘
e

n
t

訂
e

)

と

題
し
て

出

(

2
)

版
さ

れ

た
｡

コ

ー

ン

フ

ォ

ー

ド

も
､

初

期
(

一

九
一

二

年
)

の

著
作
『

宗
教
か

(

3
)

ら

哲

学
へ

』

を

書
い

た

こ

ろ

は
､

｢

イ

オ

ニ

ア

派
の

哲

学

者
た

ち

は

近

代
の

科

学

者
が

し

て

い

る

の

と

ま
っ

た

く

同

様
に

ふ

る

ま
っ

(

4
)

た
+

と
い

っ

て

い

る

の

で

あ

る

が
､

一

九
三

一

年
の

ケ
ン

ブ

リ

㌢

ジ

大

学
で

の

就

任

講
義
｢

古

代
思
想
に

お

け
る

運

動
の

諸

法
則
+

で

こ

の

間
題
を

と

り

あ

げ
､

ニ

ー

ダ
ム

と
ベ

ー

ジ

ュ

ル

の

編

集
し

た

『

近

代
科

学
の

背
景
』

(

一

九

三

八
)

に

収

録
さ

れ

た

｢

ギ

リ

シ

(

5
)

ヤ

自
然
哲
学
と

近

代

科

学
+

で

は
､

は
っ

き

り

と

ギ

リ

シ

ャ

自
然

哲
学
が

近

代
科
学
と

異

な
っ

て

い

る

こ

と

を

主

張
し

た

の

で

あ

る
｡

｢

ア

ナ

ク

シ

マ

ン

ド

ロ

ス

か

ら
エ

ピ

ク

ロ

ス

に

至
る

イ

オ

ニ

ア

の

伝
統
が

､

ビ

ュ

タ
ゴ

ラ

ス

に

始
ま

る

イ

タ

リ

ア

の

伝
統
と

対

立

し
て

､

と

く
に

『

科

学
的
』

で

あ

る

と

通

常
い

わ

れ

て

い

る

が
､

な
ぜ

で

あ

ろ

う
か
+

と
､

か

れ

は

疑
問
を

発
す

る
｡

ア

ナ

ク

シ

マ

ン

ド

ロ

ス

ほ
､

｢

地

球
の

形
は

凸

状

で

丸

く
､

石

(

6
)

柱
に

似
て

い

る
+

と

い

い
､

太

陽
と

地

球
と

の

距
離
は

恒
星
と

地

畑

球
と

の

距

離
の

三

倍
に

等
し

く
､

恒
星
ま
で

の

距
離
は

地

球
の

直

径
の

九

倍
で

あ

る

と

い

っ

て

い

る
｡

ア

ナ

ク

シ

メ

ネ

ス

は
､

温

度
が

変
る

と

密
度
が

変
る

と
い

い
､

熱
い

ほ

ど

稀
薄
で

冷
い

ほ

ど

濃
厚
で

あ

る

と

し

て

い

る
｡

熱
す
る

と

蒸
気
に

な

り

冷
や

す

と

氷
に

な
る

変
化
の

も
っ

と

も

見

易
い

も

の

は

水
で

あ

る

が
､

か

れ

の

説
で

は
､

水
は

蒸
気
に

な
る

と

際
限

し

氷
に

な

る

と

体

積
が

小

さ

く
な

ら
な

け
れ

ば

な

ら

な
い

｡

し

か

し
こ

れ

は

事
実
に

反

す

る
｡

｢

も

し

ア

ナ

ク

シ

メ

ネ
ス

が

水
の

入

っ

た

壷
を

某

夜
に

戸

外
に

置
い

た

な
ら

､

氷
っ

た

と

き
､

縮
小

す

る

の

で

な

く
､

反
対

に

壷
が

割
れ

る

の

を

観

察
し

た

ほ

ず
で

あ

る
+

と
コ

ー

ン

フ

ォ

ー

ド

は

言

う
｡

エ

ン

ぺ

ド

ク

レ

ス

は

呼
吸

を

説

明
し

て
､

ロ

か

ら

吐

き

出
さ

れ

る

暖
い

空

気
が

陶
の

小

孔
か

ら

出
る

冷
い

空

気
と

入

れ

か

わ

り
､

ロ

か

ら

吸
い

込
ん

だ

冷
い

空

気

と

胸
の

暖
め

ら

れ

た

空

気
が

入

れ

か

わ

る

自
動
的
な

過

程
で

あ

る

と

言
い

､

プ

ラ

ト

ン

も
こ

の

説
を

採
用
し
て

い

る
｡

し

か

し

首
ま
で

風
呂
に

浸
っ

て

考
え

れ

ば
､

吐

い

た

と

き

空

気
の

泡
が

駒
ま
で

通

り
､

吸
っ

た

と

き

出
て

行
く

な

ん

て

こ

と

は

観
察
す

る

こ

と

は

で

き
な
い

｡

も

し

そ

ん

な
こ

と

に

な

れ

ば

呼
吸
で

き

な

く
な
っ

て

し

ま

う
｡
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以

上
の

よ

う
な

例
を

あ

げ
て

コ

ー

ン

フ

ォ

ー

ド

は
､

か

れ

ら
が

科
学

者
で

も

な

け
れ

ば

感

覚
的
な

人
々

で

も
な

か
っ

た

と

主

張
す

る
｡

ハ

イ

デ
ル

の

よ

う
な

史
家

は
､

イ

オ

ニ

ア

の

自
然
哲
学
者
は

近

代
科

学
に

似
た

方

法
で

実
験
を

行

な
っ

た

に

ち
が

い

な
い

と

言

う
の

で

あ

る

が
､

コ

ー

ン

フ

ォ

ー

ド

に

言
わ

せ

る

と
､

そ

れ

ど

こ

ろ
か

､

観
察
も

実
験
も

無
視
し

た

独

断
論
な
の

で

あ

る
｡

か

れ

ら

の

学
説
は

｢

も
っ

と

も

ら
し
い

作
り

話
+

(

巾

㌢
へ

訂
､

も

苦
り

)

と

い

う
わ

け
で

あ

る
｡

こ

れ

と

対

称

的

な
の

は

ヒ

ポ

ク

ラ

テ

ス

学
派
で

あ
っ

て
､

医

術

の

手

続
き

は

近

代
科

学
の

方

法
と

つ

な

が

り

を

持
っ

て

い

る
｡

医

者
ほ

､

ま

ず
個
々

の

場
合
の

症
状
を

注
意
深

く

記

録
し

､

つ

い

で

一

般
化
に

進
み

､

こ

こ

で

は

じ

め
て

実
験
手

続
が

始
ま
る

｡

古

代

の

文

献
に

お

け
る

実
験
記

録

は
､

そ

の

ほ

と

ん

ど
が

医

者
の

手
に

な

る

も
の

で

あ

る
｡

こ

の

こ

と

は
ハ

イ

デ
ル

が

指

摘
し
て

い

る

こ

と
で

あ
る

が
､

こ

の

医
学
の

方

法

と

哲
学
の

方

法
と

の

区

別
を

ハ

イ

デ
ル

は

し
て

い

な
い

､

と

い

う
の

が

コ

ー

ン

フ

ォ

ー

ド

の

批
判

点
で

あ

る
｡

ハ

イ

デ
ル

も
バ

ー

ネ

ッ

ト

も
､

哲
学

者
た

ち
が

医

者

と

同

様
の

実
験
を

行
な
い

､

記
録

は

遺
し
て

い

な
い

が
､

そ

こ

か

ら

多
く
の

結
論
を

引

き

出
し

た

の

だ

と

仮
定
し

て

い

る
｡

こ

こ

が

ま

ち

が
っ

て

い

る
､

と

い

う
の

で

あ

る
｡

コ

ー

ン

フ

ォ

ー

ド

に

よ

れ

ば
､

医

学

と

哲
学
の

あ

い

だ

に

は

根

本

的
な

相

違
が

あ

る
｡

医

学
は

も

と

も

と

実

際

的
な

術
で

あ

る
｡

古
代
に

お

い

て

は

医

学
が

科

学
的
方

法

を

開
発
す
る

必

要
に

せ

ま

ら
れ

た

唯
一

の

実
際
技
術
で

あ
っ

た
｡

医

者

は

治

療

す

る

も

の

(

㌻
→

怠
り

)

で

あ

り
､

公

益

事

業
の

技

術

者
(

晋
七

へ

○

⊂

等
身
)

で

あ
り

､

外

科
に

お

け
る

手

仕

事

師

(

駕
へ

勺
Q

C

勺
｢

卦
)

で

あ

っ

た
｡

か

れ

ら
は

つ

ね

に

個
々

の

患

者
を

扱
い

､

治
療

す
る

と
い

う

実

際

的
目

的
を

も

ち
､

特

殊
な

症
状
に

注

意
す
る

こ

と
か

ら
は

じ
め

､

悪
い

と
こ

ろ
を

発
見
し

､

直
そ

う
と

す

る
｡

｢

こ

の

治

療

法
な

い

し

薬
物
は

こ

の

種
の

場
合
に

有
益
か

ど

う
か
+

を

つ

ね

に

考
え

る

経

験
の

蓄
積
に

も

と

づ

く
一

般
化
に

治
療
の

基

礎
を

置
い

て
い

る
｡

だ

か

ら
こ

れ

は

実

験
的

で

あ

る
｡

他

方
､

哲
学
は

宇
宙
生

成

論
か

ら

出
発
す

る
｡

こ

こ

で

の

問
題

は
､

｢

も

の

の

も

と

も

と
の

状
態
は

何
か
+

､

｢

混

合
物

を

構

成

し

て

い

る

も
っ

と

も

単
純
な

成

分

は

何
か
+

､

｢

生

命
は

ど
の

よ

う
に

発
生

し
た

か
+

と

い

っ

た

種
類
の

問
題
で

あ

る
｡

だ

か

ら

人

体
に

関
し

て

も
､

水
か

ら

成
る

と

か
､

空

気

と

か
､

四

元

素
と

か
､

ア

ト

ム

か

ら

成
る

と
か

言
っ

て
､

実
際

医

学
者
に

､

宇

宙

論
的
独

断

か

ら

び

き

出
し

た

哲
学
者
の

生

理

学
説
を

押
し

っ

け
る

こ

と

に

な

亡

J

る
｡

こ

れ

ら
の

思

弁
を

排
除
し

な

け

れ

ば
な

ら
な
い

と

い

う
こ

と

畑



一 橋 論叢 第 七 十 巻 第 二 号 ( 8 )

は
､

ヒ

ポ

ク

ラ

テ

ス

の

著
作
(

と

さ

れ

て

い

る

も
の
)

に

し

ば

し

(

7
)

ば

見
ら

れ

る

意

見
で

あ

る
｡

つ

ま

り
､

哲
学

者

は

証

明
ぬ

き
の

仮

定
か

ら
､

上
か

ら
､

人

間
本

性
を

演

繹
し

ょ

う

と

す
る

の

に

対

し
､

医

者
は

特

殊
な

観
察
事
実
か

ら
一

般
化
に

よ

っ

て
､

下
か

ら
､

築

き

あ

げ
る

の

で

あ

る
｡

コ

ー

ン

フ

ォ

ー

ド

は
､

こ

う
し

て
､

哲
学

者
の

ア
･

プ

リ

オ

リ

な

探
究
と

医
者
の

経
験
的
な

探
求
と

を

対

立

さ

せ

て
､

問
題
を

扱
お

う
と

す

る
｡

経

験
的
な

考
え

方
を

明

確
に

し

た

の

は
､

医

者
の

子

で

あ
っ

た

ア

リ

ス

ト

テ

レ

ス

で

あ

る
｡

か

れ

は

感
覚
か

ら

出
発
す

る
｡

こ

の

よ

う

な

帰
納
科

学
へ

の

第
一

歩
は

､

ル

ネ

サ

ン

ス

以

後
明

ら
か

な

よ

う
に

､

医

者
た

ち

に

よ
っ

て
､

哲
学
者
に

対

立

し

て

踏
み

出
さ

れ

た

の

で

あ

る
｡

こ

う
し

て

ア

リ

ス

ト
エ
ア

レ

ス

以

前
に

存
在
し
た

唯
一

の

｢

自
然
科
学
+

は

医

学
で

あ
っ

た

と

い

う
こ

と

に

な
る

｡

こ

の

経

験
的
な

帰
納
科

学
と

対

立
し

て

い

た

の

は

プ

ラ

ト

ン

で

あ

り
､

独

断
と

仮
定
に

も

と
づ

い

た

考
え

方
は

神
話
と

予

言
に

結
び

っ

い

て

い

る
｡

エ

ン

ぺ

ド

ク

レ

ス

は

魂
の

運

命
と

浄
化
の

方

法
を

啓

示
し

て

白
ら

神
と

称
し
た

し
､

ヘ

ラ

ク

レ

イ

ト

ス

は

｢

デ
ル

フ

ォ

ィ

の

主
+

の

よ

う

な

神
託
の

ス

タ

イ

ル

で

自
ら
の

う

ち
に

見

出

し

た

ロ

ゴ

ス

を

語
っ

た
｡

ピ

エ

タ
ゴ

ラ

ス

は

哲
学
的

神
秘
の

密
儀

解

説
者
で

あ
っ

た

し
､

パ

ル

メ

ニ

デ
ス

は

事
物
の

本

性
を

女

神
か

ら

教
え

ら
れ

た
｡

か

れ

は

理

性
の

予

言

者
で

あ
っ

た
｡

す
で

に

紀

州

元

前
六

世

紀
に

q

Q

℃
へ

q

只
ぺ

へ

(

知
恵
の

あ

る

者
)

と

い

う

称

号

を

詩
人
と

分

け
も
っ

て

い

た

賢
人
た

ち
は

も

ち

ろ

ん

理

性
主

義
者
で

あ
っ

た

が
､

け
っ

し

て

観
察
と

実
験
に

よ
っ

て

新

た

に

自
然
を

研

究
し

ょ

う
と

し

た

の

で

は

な
い

｡

か

れ

ら

は

古
い

伝
統
の

中
に

立

っ

て

い

た

の

で

あ

り
､

た

と

え

ば

ア

ナ

ク

シ

マ

ン

ド

ロ

ス

は

ヘ

シ

オ

ド

ス

の

宇
宙

創

生

説
を
ふ

り

か

え
っ

て

い

る

よ

う
に

思
わ

れ

る
｡

こ

う
い

う
わ

け
で

､

哲
学
者
は

詩
人

予
言

者
の

相

続
人
で

あ

り
､

合
理

化
は

す
る

が

最
初
か

ら

伝
統
的

な

知
恵
に

た

よ

り

な

が

ら
､

自
分
の

内
的

確

信
を

確
か

め

て

い

る

に

過

ぎ

な
い

｡

コ

ー

ン

フ

ォ

ー

ド

の

結
論
は

､

知

識
の

経

験
論
は

紀
元

前
最
後
の

数

世

紀
に

は

じ

め

て

頭
を

も

た

げ
た

の

で

あ

り
､

そ

れ

が

古
代

イ

オ
ニ

ア

の

思

弁
を

支

配
し

て

い

た

と

仮
定
す

る

の

は

誤
り

だ
､

と
い

う
こ

と

で

あ

る
｡

(

1
)

句
･

芦
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H
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(

D
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訂
1

只
1

P

ロ
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-

N

A

ご
)
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(

7
)

た

と

え

ば
､

岩

波
文

庫

版

『

古
い

医

術
に

つ

い

て
』

五
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〇
ペ

ー

ジ

な

ど
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コ

ー

ン

フ

ォ

ー

ド

の
､

通

説
に

対

す
る

こ

の

反

論
に

つ

い

て

は
､

(

1
)

グ
ラ

ス

ト

ス

の

細
か

い

反

批

判
も

あ

り
､

現

在
か

れ

の

説
が

支

配

的
に

な
っ

て

い

る

わ

け
で

は

な
い

｡

近

代
科

学
の

成

果
を

尺

度
に

し

て

過

去
の

も
の

を

見
れ

ば
､

い

ず
れ

も

非

科

学

的
で

あ

る

こ

と

は

明
ら

か

で

あ

り
､

そ

の

よ

う
な

断
罪
が

歴

史

研

究
と

し

て

妥

当
を

欠
く
の

は

言

う

ま
で

も

な
い

｡

し

か

し
､

科
学
史
で

は

こ

の

よ

う

な

取

扱
い

方
は

珍
ら
し

く
な
い

｡

と

く
に

自
然
科

学
の

場
合
に

は
､

誤

謬
訂

正

の

歴
史
と

し

て

扱
う

の

が

啓
蒙
時
代

以

来
一

般
的

手

法

と

な
っ

て

お

り
､

そ

れ

ほ

過

去

と
の

断

絶
を

強
調

す
る

の

に

ふ

さ

わ

し
い

仕
方
で

あ
っ

た
｡

そ

れ

は

中
世
を

非
科
学

的
な

暗
黒

時
代
と

し

て

塗
り

潰
し

､

封

建
的
な

も
の

､

身
分

制
的
な

も
の

を

克
服
す
る

イ

デ

オ

ロ

ギ

ー

闘

争
の

手

段
と

し

て
一

定
の

役
割

を

果
し

た

の

で

あ

る

が
､

歴

史
研

究
と

し

て

は

実

証

性
を

欠
き

､

科

学

史
で

は

た

ん

な
る

発
見

史
と

な
っ

て
､

発
見
者
の

天

才
ぶ

り

を

賞
揚
す

る

手

段
に

も

な
っ

た

の

で

あ

る
｡

コ

ー

ン

フ

ォ

ー

ド

は
､

こ

の

啓
蒙

史

観
の

一

翼
を

な

し

て

い

る

の

で

は

な
い

｡

啓
蒙
史

観
は

､

近

代

科
学
の

中
世
ス

コ

ラ

学
と
の

断
絶
を

説

き
､

そ

の

当

然
の

結
果
と

し

て

舌
代

科
学
と
の

連
続
性

を

主

張
し

た

の

で

あ

る
｡

し
た

が

っ

て

啓

蒙
主
義
的

科

学
史
家

や

同
じ

基
盤
に

立
つ

哲
学

史
家
た

ち
が

､

古
代
科
学
の

な
か

に

近

代

科

学
と

同

じ

も
の

を

見

出
し

た

と

し

て

も
､

そ

れ

は

当

然
の

こ

と

と

言
わ

な

け

れ

ば
な

ら
な
い

｡

コ

ー

ン

フ

ォ

ー

ド

は

そ

こ

に

批

判

の

目

を

向

け
て

い

る

の

で

あ

る
｡

し
か

し
か

れ

の

批

判
の

武
器

は

啓
蒙
主

義
者
の

そ

れ

と

同

じ

で

あ
っ

た
｡

こ

れ

は

か

れ

の

弱
点

と

い

う

よ

り
､

む

し

ろ

同
じ

武

器

を

使
っ

て

通

説
を

う
ち

破
っ

て

見

せ

る

と

こ

ろ
に

主

意
が

あ
っ

た

の

だ

と

言
え

な

く
も

な
い

｡

い

ず

れ

に

せ

よ
､

コ

ー

ン

フ

ォ

ー

ド

は
､

近

代
初

期
以

来
の

｢

哲
学
は

タ

レ

ス

に

始
ま

り
､

近

代

科
学
は

イ

オ
ニ

ア

の

自
然

哲
学

者
に

始

ま
る
+

と
い

う

通

説
に

巌
問
を

投
げ
か

け
た

｡

そ

し
て

そ

の

意

義

は

け
っ

し

て

小

さ

く
は

な
い

の

で

あ

る
｡

ま

ず
､

ソ

ク

ラ

テ

ス

以

前
の

ギ

リ

シ

ャ

哲
学

者
に

関
し

て

わ

れ

わ

れ

の

も
っ

て

い

る

史
料
の

問
題
が

あ

る
｡

そ

れ

は

け
っ

し

て

量

一7

が

少

な

い

と
い

う
こ

と

だ

け
で

は

な
い

｡

た

し

か

に

絶
対

量

も

少

畑
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な

く
､

そ

れ

も

断

片
で

し

か

な
い

の

で

あ

る

が
､

問
題
は

そ

の

質

で

あ

る
｡

本
人
の

著
作
な

い

し

そ

の

忠

実
な

写

本

は

全

然
残
っ

て

い

な
い

｡

す
べ

て

が

後
人
に

よ

る

引

用
で

あ

る
｡

引

用
は

つ

ね

に

自
説
を

強

化

す
る

た

め

に

香
定

的
に

あ

る

い

は

肯
定

的
に

行

な
わ

れ

る

か

ら
､

そ

れ

は

引

用

者
の

文
脈
に

合
わ

せ

て

解

釈
さ

れ
､

か

つ

歪
め

ら
れ

る
｡

最
初
の

科

学
史
家

と
い

っ

て

も

よ

い

ほ

ど

学
説

史
に

注
意
を

払
っ

た

ア

リ

ス

ト

テ

レ

ス

に

お

い

て

さ

え

そ

う
で

あ

る
｡

し

た

が

っ

て
､

わ

れ

わ

れ

は

ソ

ク

ラ

テ

ス

以

前
の

人
々

に

つ

い

て
､

引

用
者
の

フ

ィ

ル

タ

ー

を

通
し

て

し

か

見
ら

れ

な
い

｡

こ

こ

に

重

大
な

問
題
が

存
在
す
る

｡

前
節
で

､

タ

レ

ス

の

名

前
が

一

度
も

出
て

こ

な

か
っ

た

こ

と

に

注
意
さ

れ

た

い
｡

ギ

リ

シ

ャ

哲
学
の

出
発
を

タ

レ

ス

に

で

は

な

く
､

ア

ナ

ク

シ

マ

ン

ド

ロ

ス

に

置
く
の

は

二

十

世

紀
後
半
の

定

説
で

あ

る
｡

し
か

し
､

実
は

古

代
に

お

い

て

も

そ

う
だ

っ

た

の

で

あ

る
｡

デ
ィ

オ

ゲ

ネ

ス

･

ラ

エ

ル

テ
ィ

オ

ス

は

紀
元
三

世

紀
は

じ

め

に

列

(

2
)

伝

体
の

哲
学
史
『

著
名

哲
学

者
の

生

涯
と

学

説
』

を

苦
い

た

人
で

あ

る

が
､

か

れ

に

よ

れ

ば
､

イ

オ
ニ

ア

の

哲
学
は

ア

ナ

ク

シ

マ

ン

ド

ロ

ス

を

も
っ

て

始
ま
る

｡

タ

レ

ス

は

ア

ナ

ク

シ

マ

ン

ド
ロ

ス

の

師

と

見
な
さ

れ

て

い

る

が

哲
学
者
の

な

か

に

は

入

れ

ら

れ

て

い

な

い
｡

七

賢
人
の

一

人
に

入
っ

て

い

る

の

で

あ

る
｡

｢

ア

ル

ケ

ー
+

(

合
3 ､

)

と

い

う

語
を

最
初
に

｢

原

理
+

｢

始
原
+

｢

も

と

も

と

の

伽
イ

⊥

も

の
+

と

い

う

意
味
に

用
い

た

の

は

ア

ナ

ク

シ

マ

ン

ド

ロ

ス

で

あ

(

3
)

る
｡

と
こ

ろ
で

こ

の

｢

ア

ル

ケ

ー
+

を

タ

レ

ス

に

通

用

し

て
､

｢

水
が

そ

れ

で

あ

る

と

言
っ

て

い

る
+

と

述
べ

た

の

は

ア

リ

ス

ト

(

4
)

(

5
)

テ

レ

ス

で

あ

る
｡

タ

レ

ス

を

｢

哲
学
の

始
祖
で

あ

る
+

と

し

た

の

も
ア

リ

ス

ト

テ

レ

ス

な

ら
､

｢

最

初
の

哲
学

者
た

ち
の

大

部

分

は

質
料
の

意
味
で

の

そ

れ

の

み

を

す
べ

て

の

事
物
の

ア

ル

ケ

ー

で

あ

(

6
)

る

と

考
え

た
+

と

言
っ

た

の

も
ア

リ

ス

ト

テ

レ

ス

で

あ

る
｡

十

九

世

紀
以

来
､

い

な

近

代
初
期
以

来
､

哲
学
史
や

科
学
思
想

史
の

古

代
ギ

リ

シ

ャ

に

つ

い

て

の

定

説
と

し

て

き

た

も

の

の

大

部

分
は

､

ア

リ

ス

ト

テ

レ

ス

の

記

述
を

信
顧
し

て

い

る

の

で

あ

る
｡

ア

リ

ス

ト

テ
レ

ス

の

フ

ィ

ル

タ

ー

を

通
し

て

見
て

き
た

の

で

あ

る
｡

イ

オ

ニ

ア

の

哲
学
者
た

ち
の

ア

ル

ケ

ー

が
､

ほ

た

し

て

ア

リ

ス

ト

テ

レ

ス

の

カ

テ
ゴ

リ

ー

で

あ
る

質
料
の

意
味
の

み

で

あ

る

か

ど

う
か

も

大
い

に

疑
問
の

あ

る

と
こ

ろ
で

あ

る
｡

あ

る

意
味
で

は
､

現

在
の

わ

れ

わ

れ

も
､

近

代
科

学
も

､

ア

リ

ス

ト

テ

レ

ス

の

学
説
を

出
て

い

な
い

と

言
っ

て

よ

い

面
が

あ

る
｡

哲
学
に

お

い

て

こ

と

に

そ

う
で

あ
る

｡

近

代
以

後
ロ

ー

マ

･

カ

ト

リ

ッ

ク

教
会
の

正

統
の

教

義
と

な
っ

た

ト

マ

ス

主

義
が

そ

う
で

あ

る

し
､

わ

れ

わ

れ

の

想

像
以

上
に

西
欧

思

想
に

お

け
る

ア

リ

ス

ト



( 1 1 ) 古 代 ギリ シ ャ に お け る 科 学思 想成 立 の 問題点

テ

レ

ス

の

影

響
は

大
き
い

｡

こ

の

点
で

は

ア

リ

ス

ト

テ

レ

ス

主

義

の

亜

流
と

し
て

の

現

代
人

が

イ

オ
ニ

ア

の

自
然
哲
学
を

見
る

場
合

､

ア

リ

ス

ト

テ

レ

ス

の

評
価
を

権
威
あ

る

も

の

と

見

倣
す

の

は

当

然

で

あ

る

と

も
い

え

よ

う
｡

コ

ー

ン

フ

ォ

ー

ド

す
ら

も

ア

リ

ス

ト

テ

レ

ス

主

義
の

枠
内
で

仕

事
を

し

て

い

る
｡

科

学
を

経
験
的

帰
納
の

方

法
に

お

い

て

規
定
し

て

い

る

こ

と

は
､

こ

の

こ

と

を

よ

く
示

し

て

い

る
｡

プ

ラ

ト
ニ

ズ

ム

に

科

学
の

源
泉

を

見
出
す
と

ら
え

方

も

あ

る

の

で

あ

る
｡

数
学

的

自
然
科

学
に

近

代

科
学
の

特

質
を

見
出
す

と

き
､

コ

ー

ン

フ

ォ

ー

ド

の

説
は

き

わ

め
て

一

面
的
に

見
え

て

く

る
｡

(

1
)

G

岩
叩
0
1

叫

≦
a
s
t

O
S

∴
河
①

ま
e

弓

○
{

句
.

]

芦
C

O

ヨ
訂

乙
‥

勺
ユ

･

ヨ
C
l

p

2
ヨ

S
p

p

訂
n
t
叫

P
e

∴

n
ゴ

6
害
Q

苫

N

q

-

設
汁

勺

p
.

a
-
宗
.

(

2
)

』
へ

Q

｢

㌻

湧

ゝ

乳
七

…
り

〉

～

計
叉

b
､

e
亡

…
～

｢

旨

盲
ヒ

づ
引
亡

㌻

甘
訂
q

息
､

項

巾

㌫
罵

へ

3
q

臥
て

り

e
て

曾
b

≒
R

監

…
.

英
語
と

の

対

訳
本

が

J
0
2

打

C

冨
S

i

c

s

H

L

訂
弓
y

に

入
っ

て

い

る
｡

(

3
)

S
-

m
勺

l

i

c

訂
s

.

ゝ

3 .

已
0

邑
計

勺
､

首
乱

昌

3
ヨ
ヨ
Q

ミ
雫
訂
.

N

阜
.

-

い

(

0

邑
s

･

只
r

P

ロ
N
.

-

N

A

e
.

(

4
)

A
l

小

乳
O
t

e
】

e

ヂ

ら

き
叫

各
号
已

昌

A

い
.

p
00

旨
N

〇
.

(

5
)

i

E
d

.

(

6
)

○

ワ

C
i

t
.

心

血

旨

P

ギ

リ

シ

ャ

医

学
の

起
漁
は

エ

ジ

プ

ト

に

求
め

ら

れ

な

け
れ

ば

な

ら

な
い

｡

コ

ー

ン

フ

ォ

ー

ド

が

規
定
し

た

よ

う
に

､

個
別

的
経
験

的
知
識
の

蓄
積
と

そ

の

一

般
化
と

い

う
点
に

特
暦

只

を

見
出
す
と

す

れ

ば
､

科

学
の

出
発
は

人

顆
の

誕
生

に

ま
で

瀾
ら

せ

な

く
て

は

な

ら

な
い

こ

と
に

な

ろ

う
｡

そ

の

よ

う
な

知
恵
で

あ

れ

ば
､

イ

ン

ド

に

も

中
国
に

も

日

本
に

も

そ

の

他

世

界
の

各
地
に

見
出
す
こ

と

が

で

き
る

｡

神
話
の

中
に

も

経
験
知
は

豊
富
に

あ
る

の

で

あ

る
｡

し

か

し

科

学
と

し

て

育
っ

て

行
っ

た

の

は
､

ギ

リ

シ

ャ

か

ら
ア

ラ

ビ

ア

を

経
て

ヨ

ー

ロ

ッ

パ

へ

と

流
れ

た

道
で

あ
っ

て
､

そ

の

他
の

地

域
で

は
､

そ

の

よ

う
な

経

験
知
は

古

く
か

ら

蓄

積
さ

れ

な
が

ら
､

科

学
と
い

う

形
を

と

ら

な
か

っ

た

の

で

あ

る
｡

ギ

リ

シ

ャ

以

来
､

知
識
が

科

学
と

い

う

形
を

と
っ

た

の

に

ほ
､

ギ

リ

シ

ャ

に

お

い

て

基

礎
を

据

え

ら
れ

た

｢

何

か
+

が

あ

っ

た

の

で

な

け
れ

ば

な

ら

な

ヽ

0

1
V

第
一

に
､

そ

れ

は

経
験
知
や

突
放
の

導
入
で

は

な
い

｡

理

由
は

右
に

見

た

通

り

で

あ

る
｡

そ

れ

以

前
に

な

く
､

ギ

リ

シ

ャ

に

お

い

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

て

は

じ

め

て

確
立
さ

れ

た

の

は
､

｢

原
理
+

の

導
入

で

あ

る
｡

ア

▲q
U

ル

ケ

ー

ほ

｢

始
め
+

で

は

あ

る

が

時
間
的

な

｢

始
め
+

で

は

な
い

｡

畑



一 橋 論叢 第 七 十 巻 第 二 号 ( 12 )

見
か

け
の

多
様
さ

の

奥
に

統
一

的

な

原

理
を

見

出
す
こ

と
､

こ

れ

こ

そ

ギ

リ

シ

ャ

が

科
学
の

出
発
を

な

し
た

こ

と

を

第
一

に

特

徴
づ

け
る

も
の

で

あ

る
｡

そ

れ

は

数
学
に

典
型

的
に

見
ら

れ
､

演

繹
的

な

公

理

系
は

エ

ウ

ク

レ

イ

デ
ス

に

よ

っ

て

完
成
さ

れ

る
｡

第
二

に
､

反

宗
教
の

態

度
､

無
神
論
の

確
立
で

は

な
い

｡

テ

オ

ロ

ゴ

イ

か

ら
ビ

ュ

シ

オ

ロ

ゴ

イ

ヘ

と
い

う

形
で

､

神
話
か

ら

科

学

へ

の

這
と

い

う

と

ら

え

方
の

パ

タ

ー

ン

を

最
初
に

つ

く
っ

た

の

は

ア

リ

ス

ト

テ

レ

ス

で

あ

る
｡

こ

こ

に

は

プ

ラ

ト

ン

ヘ

の

対

決
と

い

ぅ
ア

リ

ス

ト

テ

レ

ス

の

現

実
的

課
題
が

色

濃
く

反

映
し

て

い

る

よ

ぅ
に

思

わ

れ

る
｡

こ

れ

を

と

り

あ

げ

て

唯
物

論
の

確
立

と
い

う
の

は

当

ら

な
い

｡

初
期
の

白
然
哲
学
者
た

ち
も

ア

リ

ス

ト

テ

レ

ス

白

身
も

無
神
論
者
で

は

な

か
っ

た
｡

ビ

ュ

タ
ゴ

ラ

ス

は

科

学
の

出
発

に

寄

与
し

た

点
で

ミ

レ

ト

ス

派
以

上
で

あ

っ

た

と

思
わ

れ

る

が
､

反

宗

教
､

無
神
論
で

特
質
づ

け
た

の

で

は

ギ

リ

シ

ャ

科

学
か

ら
ビ

ュ

タ

ゴ

ラ

ス

教

団
は

こ

ぼ

れ

落
ち
て

し

ま

う
｡

自
然

を

自
然
に

よ

っ

て

説
明

す

る

態

度
を

科

学
の

特

徴
づ

け
に

用
い

て

も

よ

い

が
､

イ

オ
ニ

ア

の

白
然
哲
学
者
た

ち
の

い

う

｢

水
+

や

｢

火
+

や

｢

空

気
+

が

果
し
て

今

日

わ
れ

わ

れ

が

考
え

る

よ

う
な

自
然
物
で

あ
っ

た

か

ど

う
か

は

疑
問
で

あ

り
､

ア

リ

ス

ト

テ

レ

ス

の

い

う
よ

う
な

質
料
で

あ
っ

た

か

ど

う
か

も

疑
問
で

あ

り
､

逆
に

｢

神
+

と
い

う

(

1
)

言

葉
で

自
然
を

示

す
こ

と

も

可

能
で

あ

る
｡

重

要
な
の

は
､

ど

の

J O∫

よ

う
な

自
然
に

よ
っ

て

自

然
を

説
明
し

ょ

う
と

し

た

か
､

と
い

う

点
で

あ
っ

て
､

神

話
か

ら

科
学
へ

の

這
は

､

啓

蒙
主

義
者
が

解

釈

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

し

直
す

よ

う

な

宗

教
か

ら

科

学
へ

の

道
で

は

な
ノ

ト

て
､

目
然
か

ら

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

人

椅
的

な

も
の

を

排
除
す

る

こ

と
で

あ
っ

た
｡

あ

る

い

は

自
然
か

ら

人

格
的

な

も
の

を

引
き

離
す
こ

と
で

あ

る

と
い

っ

て

も

よ

い
｡

だ

か

ら
､

自
然
か

ら

の

人

格
的

な

も
の

の

排
除
は

､

人

間
の

人

格

ヽ

ヽ

,

(

2
)

の

確
立

と

裏
腹
な
の

で

あ

る
｡

近

代

科
学
の

定
式
化
に

あ

た

っ

て

デ
カ

ル

ト

が

果
し

た

任

務
も
こ

れ

以

外
の

こ

と

で

は

な

く
､

逆
に

､

中
国
や

イ

ン

ド

や

日

本
で

科

学
の

成

立
が

見
ら

れ

な

か

っ

た

こ

と

も
､

こ

の

よ

う

な

形
で

の

自
然
と

人

間
の

対

立
の

思

想

的
伝

統
が

な

か

っ

た

こ

と

と

関

係
し

て

い

る

と

考
え

ら

れ

る
｡

現

代
の

科

学

の

あ

り

方
の

問
題
点

も
､

そ

こ

か

ら

人
格
的

な

も
の

を

し

め

出
し

て

い

る

所
に

注
目
し

て

扱
わ

れ

な

け

れ

ば

な

ら

な
い

の

で

あ

る
｡

人

間
と

い

う

自
然
を

扱
う
に

あ

た
っ

て

も

同

様
で

あ

る
｡

第
三

に
､

具
体

的
自
然
存
在
の

発
見
で

は

な
い

｡

む

し

ろ
､

抽

象
的

原

理
の

発
見
こ

そ

ギ

リ

シ

ャ

科

学
の

大
い

な

る

功
績
で

あ

る
｡

こ

の

抽
象
性
は

原
理
の

導
入
に

も

見

ら
れ

る

の

で

あ

る

が
､

第
三

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

に

問
題
に

し

よ

う
と

す
る

の

は
､

工

業
生

産
過

程
･

流
通

過

程
モ

デ

ル

の

導
入
で

あ

る
｡

科

学

以

前
の

認

識
の

特
徴
は

農
業
牧
畜
の
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営
み

(

生

命
力

や

生

殖
)

を
モ

デ

ル

と

し

て

自
然
を

と

ら

え

て

い

る

こ

と

で

あ

る
｡

こ

れ

に

対
し

ア

ナ

ク

シ

マ

ン

ド
ロ

ス

に

は

料

理

や

冶
金

を
モ

デ
ル

と

す
る

思

考
が

見
ら

れ
､

ア

ナ

ク

シ

メ

ネ
ス

に

ほ

羊
毛
工

業
を
モ

デ
ル

と

す
る

生

成
過

程
の

説
明
が

見
ら
れ

る
｡

ビ

ュ

タ
ゴ

ラ

ス

に

は

建
築
設

計
モ

デ
ル

､

ヘ

ラ

ク

レ

イ

ト

ス

に

は

商
取

引
モ

デ
ル

の

思

考
が

見
て

と

れ

る
｡

こ

の

背
景
に

商
工

業
の

発
達
が

あ

っ

た

こ

と

ほ

言

う
ま
で

も

な
い

｡

多
様
な

も
の

の

奥
に

共

通

項
､

普

遍

的
な

も
の

の

存
在
を

問
う
こ

と

は

商
業
に

よ
っ

て

は

じ

め
て

出
現
し

､

貨
幣
に

よ

っ

て

現

実
化
さ

れ

る
｡

紀
元

前
七

世

紀
後
半
か

ら

ギ

リ

シ

ャ

で

貨
幣
が

流

通
し

は

じ

め

た

こ

と

は

ポ

リ

ス

の

成
立

と

と

も
に

ギ

リ

シ

ャ

科

学
成
立
の

社

会
的
根
拠
で

あ

る

と

言
わ

な

け

れ

ば

な

ら
な
い

｡

歴
史
上

､

商
業
の

な
か

っ

た

と

こ

ろ
に

科
学
が

育
っ

た

例
は

一

つ

も

な
い

の

で

あ

る
｡

こ

の

こ

と

は

観
察
に

あ

た
っ

て

の

量
的
測

定
を

も

促
す
こ

と
に

な
る

｡

ヽ

ヽ

第
四

に
､

す
べ

て

が
一

つ

の

原

理
に

還
元

さ

れ

た

の

で

は

な
い

｡

商
業
は

分

業
を

前

提
と

し

て

い

る
｡

エ

ー

ゲ

文

明
､

､
､

､

ユ

ケ

ナ

イ

文

明
の

東
方

専
制
主

義
が

(

恐

ら

く

｢

海
の

民
+

の

侵
入

に

よ
っ

て
)

崩
壊
し
て

､

い

わ

ゆ

る

｢

暗
黒

時

代
+

を

迎
え

た

の

ち
､

鉄

器
の

普
及

と

分

業
の

発
達
が

あ

り
､

そ

れ

に

よ
っ

て

ダ

モ

ス

と
よ

ば

れ

る

村
落
共

同

体
が

成
立

し
て

ポ

リ

ス

の

母

胎
と

な
っ

た

の

で

あ

る
｡

分

業
の

発
達
は

プ

ラ

ト

ン

の

『

国
家
』

に

典

型

的
に

見
ら

れ

る

よ

う
に

､

人

間
能
力
の

分

析
と

そ

の

配

分

を

伴
い

､

悟

性

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

(

分

析

的

理

性
)

に

よ

る

研

究
態

度
を

育
て

る
｡

こ

の

分

析
す

る

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

悟

性
の

確
立
も

古

代
ギ

リ

シ

ャ

の

成

果
で

あ

る

と

言
わ

な

け

れ

ば

な

ら

な
い

｡

そ

れ

は

ク

レ

ー

ロ

ス

の

よ

う
な

私

的
所

有
の

発
生

､

商
工

業
の

発
達
に

よ

る

富
裕
市

民

層
の

形
成

､

つ

ま

り

暇

(

q

慧
7

点
)

の

あ

る

人
々

の

出
現

を

背
景
と
し

て

い

る

が
､

社

会
の

あ

り

方
に

強

く

依
存

し

て

い

る

の

で

あ

る
｡

(

1
)

メ

ソ

ポ

タ

ミ

ア

の

神

話
や

旧

約
聖

書

を

見

よ
｡

(

2
)

ギ

リ

シ

ャ

に

な
っ

て

は

じ

め

て

個

人

科

学

者
が

現

わ
れ

る
｡

個

人
の

名

前
が

付
せ

ら

れ

た

り
､

ま

た

名

前
が

残
っ

て

く
る

｡

カ

ル

デ

ア

の

占

星

術
で

は

個
人

の

運

命
は

決
定

的
で

あ
る

が
､

イ

リ

ア

ス

で

は
､

す
で

に

人

間

は

あ

る

超

度
自

己
の

運

命
の

主

人
と

な
っ

て

い

る
｡

諸
々

の

事

件
が

人

物
の

性

格
か

ら

起
こ

る

も

の

と

し

て

表
現
さ

れ

て

い

る

の

で

あ

る
｡

六

科

学
を

科

学
と

し

て

成

り

立
た

し

め

る

も
の

の

出

発
点
は

や

ほ

り
ギ

リ

シ

ャ

に

求

め

ら

れ

な

く
て

は

な

ら

な
い

｡

そ

の

ギ

リ

シ

ャ

科

学
の

成

立

は
､

医

学
や

ア

リ

ス

ト
エ
ア

レ

ス

で

は

な

く
､

(

コ

ー

一

⊥

ン

フ

ォ

ー

ド

に

言

わ

せ

れ

ば
､

予

言

者
で

あ
っ

た

か

も

知

れ

な

J l
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い

と
こ

ろ
の
)

イ

オ

ニ

ア

の

自
然
哲
学

者
や
ビ

ュ

タ
ゴ

ラ

ス

や

ア

ト

ム

論
者
に

そ

の

功
績
を

帰
せ

し

め

な

け

れ

ば

な

ら
な
い

｡

原
理

の

導
入

と
い

う

点
で

､

人

格
的
な

も
の

の

排
除
と
い

う
点
で

､

ま

た

エ

粟
生

産
モ

デ
ル

と
い

う

点
で

､

そ

の

出

発
点

は

ア

ナ

ク

シ

マ

ン

ド

ロ

ス

に

求
め

な

け

れ

ば

な
ら

な

い
｡

ア

ナ

ク

シ

マ

ン

ド

ロ

ス

に

つ

い

て

は
､

｢

は

た

し

て

か

れ

は

ト
･

ア

ペ

イ

ロ

ン

を

ア

ル

ケ

ー

と

し
て

述
べ

た

か

ど

う
か
+

と
い

う
問
題
を

は

じ

め

と

し
て

､

多
く
の

文

献
上

､

解

釈
上
の

問
題
が

論
争
に

な
っ

て

い

る
｡

し

か

し
､

ギ

リ

シ

ャ

科

学

成
立
に

つ

い

て

ほ
､

か

れ

を

め

ぐ

る

問
題
が

限
り

な

く
重

安
で

あ

る
｡

啓
蒙
主

義
的
な

解

釈
は

乗
り
こ

え

ら

れ

な

け
れ

ば

な

ら
な
い

｡

科

学
の

歴

史
全

体
を

現

在
の

時
点
か

ら

今
一

度
ふ

り
か

え
っ

て

見

る

こ

と
が

必

要
で

あ

る
｡

科

学
の

香
定

的

側
面
を

明

ら
か

に

す
る

た

め
に

も

必

要
で

あ

る
｡

ギ

リ

シ

ャ

科
学
の

初
期
の

文

献
は

出
つ

く

し

て

お

り
､

数
も

少
な
い

｡

し
か

し
､

そ

こ

に

新
し
い

光
を

あ

て

て

現

代
か

ら

見
直
す
こ

と

こ

そ

歴

史
家
の

任
務
な
の

で

あ

る
｡

(

一

橋
大
学

講
師
)
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