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唯
物
論
と

素
朴
実
在
論

は

じ

め
に

わ
た

く
し

た

ち
の

議
論
に

必

要
な

限
り

で

の
､

唯
物

*

論
･

認
識
論
の

一

端
を

紹
介
す

る

こ

と
に

し
た

い
｡

唯
物
論
は

い

う

ま
で

も
な

く

物
質
を

第
一

次

存
在
と

考
え
る

か

ら
､

唯
物
論

･

認
識
論
の

課
題
は

､

先

ず
扮

質
か

ら

意
識

､

即

ち

感
覚
や

思
考
が

ど

の

よ

う
に

発
生

し
､

そ

の

よ

う

な

意
識
の

物
質
的
基
礎
の

上
で

､

感
覚
や

思
考
が

ど
の

よ

う
な

働
き

を

す
る

も
の

な
の

か
､

を

明

ら

か

に

す

る

こ

と
で

あ
る

｡

先

ず
感
覚
か

ら
の

べ

よ

う
｡

*

唯
物
論
の

立

食
に

忠
実

に
､

し

か

も

最

新
の

科

学

的

成

果
を

利

用

し
た

う
え

で
､

.
包

括
的

見
地

か

ら
の

ぺ

ら

れ
て

い

る

よ

う

な

急

談

論
の

著

作
と

し

て

戸

G
p

冒
さ
中

ワ
ト
P

t

監
○

ユ
の

日
P
t

か

ま
巴
訂
t

O

(

訂

F

8
日
ロ

巴
琵
払

巨

富
･

-

や

巴
r

吋
･

P
･

句
･

版
､

(

森

宏
一

訳
､

青

木
書
店
)

に

特
別

の

意
義
を

認

め

て
､

唯
物
論

･

認

識
論
の

招

介
を
こ

の

事
に

ょ

る

こ

と

に

し

た
｡

ガ

ロ

デ
ィ

の

こ

の

書
の

持
つ

意
義
に

つ

い

て

は
､

く

わ

し

く

は

鹿
宏

一

長
の

｢

訳

者
の

こ

と

ば
L

を

見
ら

れ

た
い

｡

.

●

二

小

ノ

ー

唯
物
論
の

感

覚
論

唯
物
簡
約
に

い

え

ば
､

ど
ん

な

存
在
も

自
然
の

物

質
的
運

動
の

中
か

ら

生

じ

た

も
の

で

あ

り
､

そ

し

て

相

互

作
用
の

ヰ
で

､

物
質

の

ど

ん

な

小
さ

な

部
分

も

な
ん

ら

か

の

仕
方

で
､

宇
宙
の

す
べ

て

を

反
映

し
て

い

る
｡

そ

う
は

い

っ

て

も

生

物
体
の

相
互

作
用

は
､

た

だ

の

無
機
的

物

質
の

相
互

作
用
と

ほ

異
質
的
な

も

の

で

あ
る

｡

ヒ

マ

ワ

リ

ほ

つ

ね

に

そ

の

花
を

太

陽
の

方
向
に

向

け

る
｡

ネ
ム

ノ

キ

ほ

指
で

さ

わ

る

と

し
お

れ

て

葉
を

た

た

み
､

い

く

ら
か

時
が

た

つ

と

菓
を

ひ

ろ

げ

る
｡

更
に

あ

る

植
物
ほ

近
づ

い

た

虫

を

把
え

た
べ

る

が
､

刺

戟
反

応
催
は

生

き

た

物
質
す
べ

て

の
一

般
的
特
性
で

あ

る
｡

そ

↓
て

刺

戦
友

応
と
い

う
の

ほ
､

い

わ

ば

対

象
の

反
映

を

示

し
て

い

る

の

で

ハ

一

′

ノ

戌方
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あ
っ

て
.､

ヒ

マ

.
ケ

リ

の

太

陰
の

光
に

対

す

を

反

応
行
勒
は

､

太

陽

と
い

う
対

象
の

動
き

を

反
映
し
て

い

る

の

で

あ

り
､

ネ

ム

ノ

キ

の

反
応
行
動
ほ

対

象
で

あ

る

指
の

動
き

を

反

映

し
て

い

る
｡

生

物
の

刺
哉
反
応
も

､

生

物
の

神
経
細
胞
成

分
が

発
達
し

専
門

化

す
る

の

に

応
じ

て
､

そ

れ

か

ら

そ

れ
へ

と

発
達
し

専
門
化
し

て

ゆ

く
｡

ク

ラ

ゲ

は

相
互
に

連
絡
づ

け

ら

れ

た

神
経
細
胞
の

全
体

的

な

網
の

目
を

も
つ

か

ら
､

感

受
細
胞
か

ら

は

じ

ま
る

刺
戟
の

伝
達

の

際
に

は
､

ク

ラ

ゲ

の

体
側
全
体
に

､

筋
肉
に

み

ら

れ

る

よ

う
な

収
縮
が

生
じ

る
｡

し
か

し
ク

ラ

ゲ
で

は
､

神
蓮
細
胞
ほ

､

一

般
的

な

反
作
用
だ

け
を

す
る

た

だ
一

つ

の

網
を
つ

く
っ

て

い

る

に

過

ぎ

な
い

が
､

神
経
系
が

も
っ

と

復
旋
に

な
る

と
､

動
物
は

局

部
的

反

侭
用
を

し
め

す
こ

と
が

で

き

る
｡

そ

の

場
合
に

は
､

神
経

細
胞
お

よ

び

神

経
小

姓
推
は

､

神
経

節
に

よ
っ

て

結
合
さ

れ
､

か

つ

区

切

ら

れ

て

お

り
､

こ

れ

ら
の

節
が

そ

の

後
に

な
っ

て
､

神
経
の

連
鎖

に

再
び

接
合
さ

れ

る

と
､

こ

こ

に

脊
髄

構
造
の

慮
初
的
形

態
が

生

じ
る

｡

ミ
､

､

､

ズ

や

ザ

リ

ガ

ニ

の

場
合
が

そ

う
で

あ

る
｡

そ

れ

ら

で

は

反

射
作
用
ほ

す
で

に

動
物
の

体
の

区

分
に

関
聯
し

て

分

化

し
て

お

り
､

そ

れ

は

動
物
の

体
の

部
分
に

限

定
さ

れ

る

こ

と

も
､

そ

の

全
部
に

拡
大
さ

れ

る

こ

と

も
で

き

る
｡

さ

ら
に

高
い

発
展
段
階
で

は
､

脊

駄
を

形

成
す
る

鯨
の

連
鎖
が

み

と

め

ら

れ

る

だ

け
で

な

(
､

脳
髄

の

は

じ

ま

り
で

あ

る

頭
部
の

神
経
葡
も
み

と

め

ら
れ

､

こ

れ

に

む

か

っ

て
､

す
で

に

専
門
化

さ

れ

た

刺
我
が

集
ま

る
｡

即
ち

､

あ

る

細
胞
は

光
に

対

し
て

だ

け

反

応
し

､

将
来
の

視
覚
器

官
の

ほ

じ

ま

り

を
.
な

し
､

他
の

も
の

は

も
っ

と

も

単
純
な

感
触
的
な

印
象
を

う

け
い

れ

-
1
こ

れ

に

は

空

気
の

振
動
と

い

う
も

の

も

ふ

く
£

れ

て

い

る

ー
､

こ
.
れ

ほ

ず
っ

と

あ

と
で

､

聴
感
覚
を

形
づ

く

る

こ

と

に

な

る
｡

(

の

覧
p

ロ
(

首
‥

H

E
P

ワ
一

家
一

訳
､

上
､

一

八

九

頁
)

生

物
の

進
化

が
､

た

だ

の

生

物
体
か

ら

神
経
系
を

あ

た

え

ら

れ

て

い

る

有
横
体
に

移
る

に

し

た
が

い
､

刺
戟
反

応
性
は

神
経

系
の

活
動
に

結
び

つ

け

ら

れ

る

よ

う
.
に

な
る

｡

動
物
は

神

津
系
の

発
達

に

し

た

が
っ

て

進
化

す
る

が
､

感
覚
器

官
の

出
現
と

脳
髄
の

発
達

に

よ
っ

て

刺
戟
反
応
の

､

し
た

が

っ

て

反
映
の

高
級
な

諸
形
態
が

生

じ

る
｡

そ

れ

ま
で

は

反
作
用

を
よ

び

お

こ

す
の

に
､

刺
戟
物
と

の

直
接
的
な

接

触
が

必

要
で

あ
っ

た
｡

こ

れ

か

ら

は

刺
戟
物
と

離

れ

て

い

て

も
､

反
作
用

､

し
た

が

っ

■
て

対

象
の

反

映

は

生

じ

う
る

｡

神
経
系
の

機
能
で

あ

る

感
覚
で

は
､

刺
戟
は

様
々

な

感
覚
器

官
を

つ

く
る

専
門

化

し

た

細
胞
に

よ

っ

て

う
け
い

れ

ら

れ

る

の

で

あ
ら

､

感
覚
器

官
の

そ

れ

ぞ

れ

の

も
の

は
､

一

定
し

た

刺
戟
の

形
態
だ

け

を

う
け
い

れ

る

よ

う
に

な

る
｡

卵7
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こ

れ

ま
で

の

議
論
の

展
開
か

ら

わ

か

る

よ

う
に

､

唯
物
論
の

感

覚
論
ほ

､

先

ず
感
覚
器
官
の

生

理

学
で

凍

り
､

神
経
系
の

生

理

学

で

あ

る
｡

外

界
の

変
化
を

有
機
体
の

そ

れ

に

相
応
す
る

変
化

と

正

確
に

対

応
さ

せ
､

こ

れ

ら
の

関
係
の

法
則
を
た

て

る

こ

と

で

あ

り
､

ど

う
い

う
ふ

う
に

物
理

=

化

学
的
エ

ネ

ル

ギ

ー

が

神
麓
エ

ネ

ル

ギ

ー

へ

転
化

さ

れ

て

ゆ

く
か

を

し

ら
ぺ

る

こ

と

で

あ

る
｡

･
だ
が

唯
物

論
の

感
覚
論
で

は
､

感
覚
器

官
ほ

こ

れ

に

は

た

ら

き
か

け
る

外
的

環
境
に

密
接
に

依
存
し

て

い

る

と

考
え

る

か

ら
､

外

界
の

作
用
を

分

析
す
る

こ

と

も
､

そ

の

感
覚
論
の

主

要
な

課
題
と

な
る

の

で

あ

る
｡

だ

か

ら
こ

こ

で

ほ
､

抽
象
的
な

感
覚

一

般
の

議
論
な

ど

は

意
味

が

な

い
｡

感
覚
の

理

論
は

先

ず
具
体

的
な

視
覚
の

理

論
で

あ

り
､

触
覚
の

理

論
等
々

で

あ

る
｡

例
え

ば

視
覚
の

理

論
を

と

ろ

う
｡

人

間
の

眼
ほ

四

〇

〇
か

ら

八
五

〇
ミ

ク

ロ

ン

の

波
長
の

発
光
に

対
し

て

反

応
し

､

特
殊
な

事
情
に

あ
っ

て

は
､

三
一

〇
か

ら

九

六

〇
､

､

､

タ

ロ

ン

の

間
の

光
を
み

と

め

る

こ

と

が

で

き

る

が
､

一

般
に

は

こ

れ

以

外
の

光
ほ

限
に

は

み

え

な

く

な

る
｡

光
の

エ

ネ

ル

ギ

ー

の

神
経
エ

ネ

ル

ギ

ー

へ

の

転
化
は

､

網
膜
の

細
管
で

行
な

わ

れ

る
｡

眼
に

あ
た

え

ら

れ

る

光
の

エ

ネ

ル

ギ
ー

の

作
用
は

､

一

連
の

光
化

学
的
お

よ

び

電
気
的
現

象
を

よ

び

お

こ

し
､

｡

れ

ら
の

現

象
が

､

視
神
経
の

神
経
末
端
に

お

け
る

イ

オ

ン

集
中

仰

の

変
化
を
つ

く
り

だ

す
の

で

あ
各

｡

刺
戟
は

､

光
に

対

す

る

感
覚

細
胞

-
網
膜
細
管
お

よ

び

水

晶
体

毛

様
筋

-
か

ら

は

じ

ま
っ

て
､

視
神
経

小

萩
維
を

と

お

り
､

大

脳
皮

質
の

視

覚
中

枢
へ

つ

た

え

ら

れ

る
｡

神
経
刺
戟
の

振
動
の

頻
度
は

､

外
的
刺
戟
の

作
用
に

よ

っ

て

き

め

ら

れ

る

が
､

人

間
の

限

は

光
の

強
弱
度
の

ち
が

い

を

反

映

す
る

だ

け
で

な

く
､

色
合
い

に

照

応
す
る

種
々
-

ナ

と

な

る

波
長

に

む

す
ぴ

つ

い

た

質
的
な

特
殊
性
を

も

反
映

す
る

｡

(

の

駕
岩
音

‥

一

夏
P

や

一

志
一

訳
､

上
､

一

∵

九
四

頁
)

わ

た

く
し

た

ち
の

感

覚
が

天
の

啓
示
に

よ

っ

て

忽
然
と

し
て

生

じ

る

も

の

で

は

な

く
､

自
然
の

中
か

ら
生

成
し

た

そ

れ

自
体

自
然

存
在
の

一

つ

で

あ
る

以
上

､

感
覚
の

議
論
が

感

覚
器
官
や

神
経
系

の

生

理

学
と

し
て

行
な

わ
れ

る

こ

と

は

や

む

を

え

な
い

｡

し

か

し

一

方

そ

れ

だ

け
で

は

認
識
論
の

議
論
と

し
て

満
足
で

き

な
い

こ

と

も

た

し
か

で

あ

る
｡

結
局
わ

た

く

し
た

ち
が

認
識
論
の

議
論
と

し

て

感
覚
を

重

要
な

問
題
の

一

つ

と

考
え
る

の

は
､

感

覚
は

一

方
で

は

対

象
の

反
映

で

あ

り
､

写

し
で

あ

る

と

考
え

ら

れ

る

が
､

し
か

し

同

時
に

感
覚
ほ

あ

く

ま
で

感
覚
と

し

て

主
観
的

な

も
の

だ

か

ら
､

こ

こ

に

明

ら
か

に

主
観
と

客
観
の

区

別
が

生

じ
､

し
た

が
っ

て

主

観
と

客

観
の

認
識
論
的
関
係
を

明
ら
か

に

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

く

.

＼

+

ハ

一

′
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な

る

か

ら
で

は

な
い

だ

ろ

う

か
｡

こ

の

区

別

を

全

然
抜
き

に

し
て

､

た

だ

生

理

学

的
議
論
と

し
て

の

感

覚
論
で

は
､

主

観
-
客
観
の

区

別

を

自
覚
し
た

現

在
､

認
識
論
の

議
論
に

は

な

ら
な
い

の

で

あ

る
｡

し
か

し
こ

の

こ

と

は

唯
物
論
の

側
で

も

気
づ

い

て

い

て
､

実

際

ガ
■ロ

デ
ィ

も
､

感
覚
器

官
や

神
経

系
の

生

理

学

は

反

映

過

鍵
の

｢

物
質
的
土

台
+

に

過
ぎ

な
い

と

見

て

い

る
｡

(

G

胃

賢
才

‥

H

豆
d

.

?
-
h

声

訳
､

上
､

一

九
四

頁
)

ま
た

感
覚
に

よ
っ

て

心
に

え
が

か

れ

る

像
は

｢

鏡
の

ば

あ

い

の

よ

う

な

機
械
的
反

映
で

は

な
い
+

と
い

い
､

わ

れ

わ

れ

は

｢

主

観
的
な

も
の

を

ほ

か

に

し

て

は
､

客

観
と

な
っ

て

い

る

も
の

を

知
る

こ

と
が

で

き
な

い
+

と

も
い

っ

て

い

る
｡

(

G

覧
竺
-
▲

首
‥

一

夏
d
.

9

-

合
.

訳
､

上
､

一

九
六

頁
)

だ

か

ら

唯
物
論
と

し

て

も
こ

れ

か

ら
ほ

し
い

の

は
､

対

象
と

感

覚
器

官
の

､

い

わ

ば

｢

物
理

的
な

物
と

物
と
の

あ

い

だ

の

物

理

的

関

係
+

(

G

胃

呂
▲

甘
∵
I

E
P

ワ
ー
h

声

訳
､

上
､

一

九
三

頁
)

と

し

て

の

反
映
の

理

論

-
そ

こ

で

は

主

観
-
客
観
の

区

別
は

さ

れ

て

も
､

実
際
に

は

そ

の

区

別
が

な
い

に

も

等
し
い

ー
で

は

な

く
､

主

観
-
客
観
の

は
っ

き

り

し

た

区

別
に

立
つ

反

映
の

理

論
で

な

け

れ

ば

な

ら
な
い

｡

し
か

し
そ

う
は

い

っ

て

も
､

や

は

り

唯
物
論
の

立

場
に

立
つ

の

だ
か

ら
､

感

覚
器

官
や

神
経

系
の

生

理

学
を

基
礎
に

し
､

そ

の

上

に

立
っ

た

と
こ

ろ
の

主

観
1
客
観
の

区

別

以

外
の

も

の

で

は

な
い

だ

ろ

う
｡

そ

れ

な
ら

唯
物
論
で

は

主

観
と

か

意
識
を

一

体

ど
の

よ

う
に

見
､

ど
の

よ

う
に

考
え
る

の

だ

ろ

う
か

｡

そ

れ

に

つ

い

て

ガ

ロ

デ
ィ

ほ
こ

う
い

っ

て

い

る
｡

｢

外

的
対

象
と

網
膜
上

の

像
と

の

親
類
関
係
は

､

物
理

学
者
が

映
写

幕
に

と

り

い

れ

る

こ

と
の

出
来

る

像
と

対

象
と
の

親
類
関
係
に

は

っ

き

り

く
ら
べ

る

こ

と

が

で

き

る
｡

し

か

し

あ

と
一

つ

の

問
題
が

だ

さ

れ

る

1
網
膜
上
の

こ

う

い

う

像
と

､

対

象
に

つ

い

て

わ

れ

わ

れ

の

意
識
内

に

形
づ

く

ら
れ

る

観
念
と

の

あ
い

だ
の

関
係
は

､

ど

う
で

あ

る

か

?

網
膜
上
の

反

映
と

意
識
上
の

反

映
と

の

あ

い

だ

の

関
係
は

ど

う
で

あ
る

か

?

こ

の

間
題
は

､

バ

グ
ロ

フ

の

反
射
説
が

わ

れ

わ

れ
に

解
決
を

あ
た

え

る

問
題
で

あ

る
｡

+

(

G

寛

ぎ
▲

甘
‥

H

E
P

ワ

一

会
◆

訳
､

上
､

二

〇
二

頁
)

バ

グ
ロ

フ

の

反

射
に

は
､

無
条
件
反

射
と

条
件
反
射
と

が

あ

る
｡

そ

も

そ

も

反
射
と

は

外

界
か

ら

く
る

刺
我
と

､

外
界
へ

か

え
っ

て

い

く

作
用
と
の

あ
い

だ

の

結
合
で

あ

る

が
､

■
こ

う
い

う

結
合
の

い

く
つ

か

の

も
の

は
､

生

物
に

生

ま
れ

な

が

ら
に

存
在
し

､

こ

れ

ら

は

無
条
件
反
射
で

あ
る

｡

無
条
件
反
射
と
い

う
の

は
､

外

的

作
用

に

た
い

す

る

有

横
体
の

､

直
接
的
な

､

媒
介
な

し
の

反

作
用
で

､

た

と

え

ば

卵
か

ら
で

た

ば

か

り

の

ヒ

ヨ

コ

が

何
の

訓
練
も

な

し
に

､

鋤
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自
分
の

ま
え

に

あ

る

穀
粒
と
■

か

小

さ

な

も
の

を
あ

さ

り

は

じ

め

る
､

と

い

う

反

射
を

さ

す
｡

こ

の

無
条
件
反

射
の

い

く
つ

か

の

も
の

ほ
､

外

的
諸

条
件
の

作
用
の

も
と

で
､

身
の

処
し

方
の

反
射
的

動
作
と

い

う

複
麓
な
つ

な
が

り
に

ま
と

め

ら

れ
､

遺
伝
に

よ
っ

て

定
着
さ

れ

る

が
､

そ

れ

が

本
能
と

い

わ
れ

る

も
の

に

ほ

か

な

ら

な
い

｡

次
に

条
件
反

射
は

､

も
っ

と

複
雅
な

反

射
､

外
界
の

反
映
の

高

次
の

形

態
で

あ
っ

て
､

そ

れ

は

無
条
件
反
射
を

土

台
に

し
て

つ

く

ら

れ

る
｡

無
条
件
反
射
か

ら

条
件
反
射
へ

移
っ

て

ゆ

く
と

き
に

信

号
と
い

う

新
し
い

要
素
が

入

る

が
､

信
号

ほ

神
経
系
を

う
ご

か

す

遠
隔
刺
戟
で

あ

り
､

有
機
体
が

生

存
の

外
的
条
件
に

も
っ

と

も

完

全
に

適
応
す
る

さ

い

の

条
件
で

あ

る
｡

無

条
件
反

射
は

生

得
的
な

も
の

で

あ

っ

た
｡

そ

れ

に

対

し

て

条
件
反

射
は

個
体

的
生

活
の

過

巷
で

獲
得
さ

れ

る

も
の

で

あ

る
｡

条
件
反

射
的
関
係
は

､

有
機
体

が

生

活
し

発
展
す

る

易
合
に

あ

た
っ

て

の
､

諸

条
件
の

影
響
の

も

と

で

生

ま

れ

る
｡

パ

ブ
ロ

フ

ほ

条
件
反

射
が

､

た

だ

無
条
件
反

射

(

本
能
)

の

上

に

成

立
っ

て

い

る

よ

う
に

見
え

て

も
､

実

際
は

肯

定
的

或
い

は

香
定
的
に

無
条
件
反

射
に

は

た

ら

き

か

け
､

そ

の

惰

性
に

た

え

ず
う

ち
か

っ

て

い

る

も
の

で

あ

る

こ

と
､

そ

し
て

ま
た

条
件
反

射
の

あ

る

も
の

は
､

ず
っ

と

あ

と

に

な
っ

て

遺
伝
に

よ
っ

て

無
条
件
反

射
に

転
化

す

る

も
の

で

あ
る

こ

と

を

あ

き

ら
か

に

し

た
｡

と
･
こ

ろ

で
バ

グ
㌣

フ

ほ
､

知
覚
は

く
わ

し

く
こ

れ

を

調
べ

る

な

ら

ば
､

条
件
反

射
以

外
の

も
の

で

は

な

く
､

知
覚
に

お

け
る

組
織

､

形

式
は

条
件
反

射
の

結
果
で

あ

る

と
い

う
｡

こ

こ

で

わ
た

く
し

た

ち

は
､

感

覚
の

段
階
か

ら

知
覚
の

段
階
に

移
る

こ

と
に

な
る

が
､

特
に

津
意
を

惹
く
こ

と

は
､

反

映

作
用

を

行
な

う
あ

ら
ゆ

る

脳
髄

の

活
動
の

土

台
を
な

す
の

は
､

分

析
と

踪
合
の

過

寒
で

あ

り
､

し

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

か

も
こ

の

分

析
L

綜
合
の

中
に

､

は

じ

め
て

本

来
の

意
味
で

の

主

観
と

客
観
の

区

別
と

対
立

が

現

わ

れ

る
､

と
い

わ

れ

て

い

る

こ

と

で

あ
る

｡

｢

こ

れ

ら
の

分

析
と

踪
合
と

は

た

だ

感
覚
の

表

面

上

の

器

官
だ

け
で

は

な

く
､

脳
髄
で

も

行
な

わ
れ

る
｡

網
膜
上
の

像
ほ

ま
だ

客
観
的
実
在
の

主

観
的

反
映
で

は

な
い

｡

こ

の

反

映
が

形
づ

く

ら
れ

る

た

め

に

は
､

大

脳
外

皮
に

お

い

て

生

ず
る

分

析
と

踪
合

と

の

作
用

が

そ

ろ
っ

て

い

な

け
れ

ば
な

ら
な
い

｡

大

脳
外
皮
は

神

経
の

さ

ま

ざ

ま

な

刺

哉
の

分

析
と

踪
合
と

を

遂

行
す

る

が
､

こ

れ

ら
の

刺
戟
は

網

膜
の

い

く

百

万
の

視
覚
細
胞
や

眼
球
を

と

り

ま

く

筋
肉
や

接
線
か

ら

く

る

だ

け
で

は

な

く
､

他
の

す
べ

て

の

感
覚
-

1
そ

の

周

囲
か

ら

や
っ

て

く
る

神
経
刺
戟
ほ

脳
髄
に

お

い

て

は

じ

め
て

整
理

さ

れ

ろ

ー
か

ら
も

く
る

の

で

あ

る
｡

そ
こ

で
､

大

脳

外
皮
は

､

パ

ブ
ロ

フ

の

青
い

あ

ら
わ

し

に

し

た
が

う
と

､

感
性
の

βJ ¢

.

九

∵
-

ー

一

′
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最
高
器

官
で

あ

る
｡

+

(

¢

罵
p

已
.
で

H

宮
戸

9

-

か

P

訳
､

上
､

二

二
一

兵
｡

但
し
一

部
､

訳
し

な

お

し

た
｡

)

こ

れ

は

｢

客

観
的

世

界
の

主

観
的
な

像
が

､

ど

の

よ

う

に

し
て

脳
髄
に

形
づ

く

ら

れ

る

か
+

(

の

琵
望
-
〈

甘
‥

I

E
P

ワ

ー
h

声

訳
､

上
､

二
一

九

頁
)

を

示

し

た

も
の

で

あ
り

､

脳
髄
の

分

析
と

綜
合
に

よ
っ

て
､

は

じ

め

て

本
来
の

意
味
で

の

主

観
-
客
観
の

区

別
と

対

立
が

生

じ
る

こ

と

を

教
え

て

い

る
｡

し
か

も

こ

の

分

析
と

綜
合
が

何
か

神
秘
的
な

機
能

と

し
て

語
ら

れ

る

の

で

は

な

く
､

感
覚
や

知
覚
の

い

わ
ば

生

理

学

的
な

機
能
と

し
て

把

え

ら
れ

な

が

ら
､

主

観
1
客
観
の

区

別
と

対

立
が

の

ぺ

ら

れ

て

い

る

と

こ

ろ
が

､

わ

た

く
し

た

ち
に

と
っ

て

大

へ

ん

興
味
深
い

の

で

あ

る
｡

分
析
と

綜
合
に

つ

い

て

次
に

注
目
さ

れ

る

こ

と
は

､

分

析
と

綜

合
が

｢

主
体
の

構

成
+

に

よ
る

こ

と

で

あ

る
｡

そ

れ

に

つ

い

て

ガ

ロ

デ
ィ

は

次
の

よ

う

な

例
を

あ

げ

る
｡

｢

視
覚
上

の

渾

沌
と

し

た

な
か

で
､

幼

鬼
ほ

そ

の

母

親
の

顔
を

浮
き

だ

た

せ

る

の

で

あ

る
｡

そ

の

顔
は

､

幼
児
の

要
求
に

か

ん

し

て

い

う
と

､

複
合
的
な

刺
戟

物
の

籠
体
を

あ

ら

わ

し
て

お

り
､

し

か

も

複
合
的
な

刺
戟
物
は

､

そ

れ

ら

の

位
置
が

い

ろ
い

ろ
に

か

わ
っ

て

も
､

そ

の

ま

ま
七
と

ど

ま
る

の

で

あ

る
｡

そ

こ

で
､

幼
児
の

知
覚
ほ

対

象
に

存
在
し
て

い

る

客
観
的
な

結
合
を

反

映

し
て

お

り
､

こ

の

知
覚
の

『

構
成
』

は

勝
手

気
ま

ま

な

も
の

で

も

な

け
れ

ば
､

ア

プ

リ

オ

リ

の

も
の

で

も

な
い

｡

そ

れ

は

緊
密
に

本

能
に

む

す
ぴ

つ

い

て

お

り
､

条
件
反
射

に

む

す
び

つ

い

て

い

て
､

こ

の

反

射
に

よ
っ

て

世

界
か

ら
の

切

抜

き
が

行
な

わ

れ

る

の

で

あ
る

｡

そ

し
て

知
覚
が

『

形
式
』

と
い

う

何
か

不

変
の

『

全
体
』

に

還
元
さ

れ

な
い

の

は
､

こ

の

た

め

で
■
ぁ

る
｡

知
覚
は

一

つ

の

発
展
で

あ
る

｡

わ

た

し

が

だ

ん

だ

ん

対

象
を

よ

く

知
覚
し

て

い

く

と

き
に

は
､

出
発
点
に

な
っ

て

い

る

の

ほ

全

体
と

し
て

の

大

ま

か

な

像
で

あ

り
､

そ

し
て

こ

れ

は

分

析
と

し
て

は

最
初
の

素
地

で

あ

る
｡

し
か

し
そ

の

知
覚
ほ

表
面
的
で

あ

る
｡

そ

れ

か

ら
､

分

析
が

み

が

き

を
か

け

ら
れ

､

細
部
が

あ

ら

わ

れ
､

一

連
の

綜
合
と

分

析
に

よ
っ

て

精
密
に

さ

れ

る

が
､

こ

れ

ら
の

踪

合
と

分

析
は

習
練
を
つ

く

り
だ

す
の

で

あ
る

｡

分
解
と

結
合
と

を

と

も

な

う

習
練

､

実

践
的
な
こ

こ

ろ
み

と

あ

や

ま

り

と

を

と

も

な

う

習
練
が

､

知
覚
を

完
全
な

も
の

に

す
る

｡

+

(

G

胃

罠
▲

首
‥

一

夏
戸

p

9
-

a
-
P

訳
､

上
､

二

二

八

頁
｡

但
し
一

部
､

訳
し

な

お

し

た
｡

)こ

の

幼
児
に

よ

る

母

親
の

顔
の

知
覚
は

､

た

だ

受
動
的

､

機
械

的
に

幼

児
の

意
識
が

母

親
の

顔
を

反

映

し
､

も
の

ご

こ

ろ
が

つ

く

に

し

た

が

っ

て
､

母

親
の

顔
が

幼
児
に

一

そ

う
客
観
的
に

明

確
に

あ

ら

わ
れ

反
映
し

て

く

る
､

な

ど

と
い

っ

て

い

る

の

で

ほ

な
い

｡

化
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む
し

ろ

幼

児
は

視
覚
上

の

津
沌

､

刺
戟
の

複
合
的
糸
体
の

分

析
と

綜
合
に

よ

っ

て
､

知
覚
の

積
橿
的

､

能
動
的
な

構
成
を

行
な

う
の

で

あ

る
｡

視
覚
上

の

渾
沌

､

刺

戟
の

複
合
的
稔
体

､

即
ち

世

界
か

ら

母

親
の

顔
の

部
分

を

き

り

と

り

つ

つ
､

母

親
の

顔
を

構
成
的
に

知

覚
し

な

け
れ

ば

な

ら

な
い

｡

し
か

し

そ

の

構
成
に

は

あ

や

ま

り

も

あ

れ

ば

不

十

分
な

と
こ

ろ

も

あ
る

｡

そ
れ

は

分

析
と

踪
合
の

習

練
に

よ

っ

て

み

が

き

を
か

け

ら

れ
､

実

践
的
な

試
行
錯
誤
に

よ

っ

て

た

し
か

め

ら

れ

て
､

よ

り

客
観
的
で

､

精
密
な

も
の

に

な
っ

て

ゆ

く
｡

認
識
主
体
の

能
動
的

､

構
成
的
機
能
と
い

っ

て

も
､

そ

れ

は

存

在
そ

の

も
の

の

姿
■を

現

出
さ

せ

る

た

め
の

手

段
で

あ

り
､

エ

夫
に

過
ぎ

な
い

の

で

あ
っ

て
､

認
識
主

体
が

勝
手
に

存
在
を
つ

く
り

出

す
と

い

う

意
味
の

も
の

で

は

な
い

｡

認
識
主

体
の

能
動
的

､

構
成

的

機
能
に

よ

っ

て

存
在
は

姿
を

現

わ

す
こ

と

が

出
来

､

ま

た

そ

の

能
動
的

､

構
成
的
機
能
に

応
ず
る

一

面

だ

け
の

姿
を

現
わ

す
｡

認

識
主

体
の

創
意
工

夫
に

よ

る

働
き

か

け

を

通
し

て
､

は

じ

め

て

存

在
そ

の

も

の

が

姿
を

現
わ

す
こ

と
が

出
来
る

か

ら
､

存
在
そ

の

も

の

に

つ

い

て

の

そ

の

姿
を

｢

主

観
的
像
+

と
い

う
の

で

あ
っ

て
､

認
識
主

体
が

慈

意
的
に

､

勝
手
に

で

っ

ち
あ

げ
た

像
と
い

う
意
味

で

は

な
い

｡

｢

主

観
的
像
+

は

同

時
に

､

存
在
そ

の

も

の

の

｢

客

観
的

姿
+

で

あ

る
｡

そ

れ

は

逆
に

存
在
そ

の

も
の

の

側
に

立
つ

て

い

え
ば

､

存
在
は

認
識
主

体
の

働
き

か

け
に

応
じ

て
､

部
分

的
に

そ

の

姿
を

現
わ

し

て

く
る

の

で

あ
っ

て
､

｢

存
在
そ

の

も
の
+

の

全

体
の

姿
､

究

極

の

姿
は

一

つ

の

理

念
で

あ
り

､

わ

た

く

し

た

ち
に

と
っ

て

は

知
ら

れ

る

こ

と
が

出
来
な
い

｡

だ

か

ら

幼
児
に

と
っ

て

の

｢

母

親
の

戻

そ
の

も
の
+

と
い

う
の

は
､

わ

た

く

し

た

ち

大

人
が

把
え

て

い

る

そ

の

母

親
の

顔
と
い

う
笹
魔
の

も
の

で

あ
っ

て
､

母

親
の

顔
の

究

極
の

全
体

像
か

ら

す
れ

ば
､

や

は

り

部
分

的
像
に

過
ぎ

な
い

｡

母

親
の

顔
の

究
極
的
な

全

体

像
と
い

う
の

は
理

念
で

あ

り
､

幼
児
に

と
っ

て

だ

け
で

ほ

な

く
､

わ

た

く

し

た

ち

大

人
に

と
っ

て

も
､

現

実
に

は

決
し

て

認
識
さ

れ

る

こ

と

は

出
来
な
い

も
の

で

あ

る
｡

議

論
が

こ

こ

ま

で

進
む

と

実

は

あ

と
で

の

ぺ

よ

う
と

す

る

｢

相
対

的

真
理

と

絶
対

的

真
理
+

の

議
論
に

な
る

｡

唯
物

論
の

感

覚
､

知
覚

の

理

論
が

､

た

だ

単
な
る

感
覚

､

知
覚
の

理

論
と

し
て

で

ほ

な

く
､

｢

相
対

的

真
理

と

絶
対

的
真
理
+

の

議
論
と

噛
み

あ
っ

た

も
の

と

し

て

把

え

ら

れ

な

け

れ

ば

な

ら
な
い

1
こ

れ

が

わ

た

く

し
た

ち

の

主

張
だ

が
､

そ

の

噛
み

合
い

は
､

感
覚

､

知

覚
の

理

論
の

こ

う

い

う

と
こ

ろ
に

現
わ

れ

て

い

る

こ

と

を
､

こ

こ

で

指
摘
し

て

お

き

た

い
｡

βJ β

t

入

. 甘

′
-

-
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へ

､

バ
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ま

え
に

一

寸
ふ

れ

た

が
､

分

析
と

綜
合
に

つ

い

て

更
に

注

意
す

ヽ

ヽ

ヽ

ぺ

き

点
は

､

分

析
と

綜
合
と
い

う

主

観
的

､

能
動
的
な

作
用
の

発

ヽ

ヽ

ヽ

動
に

よ

っ

て
､

対

象
の

反
映

は

ま

す

ま

す

客
観
的
に

な
っ

て

ゆ

く

と
い

う
こ

と

で

あ

る
｡

そ

れ

に

つ

い

て

ガ

ロ

デ
ィ

は
こ

う
い

う
｡

｢

大
脳
外
皮
は

…

…

感
性
の

最
高
器

官
で

あ

る
｡

大

脳
外

皮
の

分

析
的
お

よ

び

踪
合
的
活

動
ほ

､

諸
対

象
の

種
々

の

こ

と

な

る

性
質

を

反
映

す
る

ば

か

り

で

な

く
､

あ
た

え

ら
れ

た
一

対

象
に

お

け
る

種
々

こ

と

な

る

性

質
の

客
観
的
結
合
を
も

反
映

す

る
｡

知

覚
と

は
､

一

対

象
の

諸

性
質
の

復
姓
な

稔
体

､

お

よ

び

こ

れ

ら
の

性
質
の

客

観
的
な

結
合
の

反

映
で

あ

る
｡

…
…

分

析
お

よ
び

綜
合
の

高
等
形

態
､

す

な

わ

ち

知
覚
ほ

､

感
覚
を

抽
象
的

思
考
に

む

す
び

つ

け
る

鎖
の

環
を

な

し
て

い

る
｡

…
…

知
覚
は

実
在
反

映
の

い

っ

そ

う
完

全

な

形
態

で

あ

る
｡

…
…

知
覚
は

思

考
に

近
づ

く
の

で

あ

る
｡

そ

れ

は
､

知
覚
が

､

感
覚
よ

り
い

っ

そ

う
完
全

な

仕
方
で

､

実
在
を

反
映

す

る

と
い

う

意
味
に

お

い

て

で

あ

る
｡

+

(

の
P

⊇
占
▲

首
‥

一

定
P

9

-

β
.

訳
､

上
､

二

二
一

頁
)

･

別
の

個
所
で

は

｢

対

象
の

個
々

に

わ
か

れ
た

諸
特
性
の

像
と

し

て

の

感

覚
の

形

成
､

お

よ

び
､

感
覚
諸
寄

官
に

直
接
的
に

は

た

ら

き

か

け

る

対

象
の

諸

特
性
の

捻
体
に

お

け
る

､

対

象
全

体
の

､

絵

括
的
な

綜
合
的
な

像
と
し

て

の

知
覚
の

形
成
…

…
+

(

G

琵
空
-

倉
1

‥

一

夏
年

中
-

笠
.

訳
､

上
､

二

二

〇

頁
)

と

も
い

わ

れ

て

い

る

が
､

こ

れ

は

感
覚
が

対
象
の

個
々

の

限

ら
れ

た

部
分
を

あ
る

が

ま

ま

に

客
観
的
に

反
映
し

､

知
覚
は

そ

れ

ら
の

部
分

的
像
を
モ

ゲ

イ

グ

的

に

よ

せ

集
め
て

､

全
体
の

像
を
つ

く
る

と
い

う
こ

と
で

は

な
い

｡

む
し

ろ

知
覚
に

よ
っ

て

対

象
の

諸
性
質
の

客
観
的
結
合
の

み

で

な

く
､

個
々

の

性

質
自
体
が

一

層
完
全
に

､

客

観
的
に

把
握
さ

れ

る

の

で

あ

る
｡

ガ

ロ

デ
ィ

は

ま
た

｢

『

原
本

的
な

具
体

的
思
考
』

(

刺
戟
に

対

す

る

犬
の

反
応
に

つ

い

て

こ

う
い

う
言

葉
を

用
い

て

い

る

1
筆
者
)

の

こ

の

よ

う
な

作
業
に

あ

た
っ

て

ほ
､

人
工

的
に

無
条
件
反

射
と

条
件
反
射
と

を

わ

け

る

こ

と

は

不

可

能
で

あ

る
｡

+

(

¢

胃
p
一

己
で

一

己
P

宇

-

筈
.

訳
､

上
､

二

二

〇

頁
)

と
い

っ

て

い

る

が
､

そ

れ

と

同

様
に

､

具
体
的
な

対

象
把
握
に

つ

い

て

感
覚
と

知

覚
を

分

け

る

こ

と

は

難
し
い

し
､

不

可

能
だ

ろ

う
｡

わ

た

く

し

た

ち
は

｢

よ

り

感
覚
的
+

と

か

｢

よ

り

知
覚
的
+

と

か

い

う

よ

う
に

､

た

だ

相

対

的
餐
虔
に

し

か

区

別
す
る

こ

と

が

出
来
な
い

の

で

は

な
い

だ

ろ

う
か

｡

そ

う
い

え

ば

｢

…

…

知
覚
は

､

■･
感

覚
を

抽
象
的
思
考
に

む

す
び

つ

け

る

鎖
の

環
を

な
し

て

い

る
+

の

だ

し
､

｢

知

覚
は

思

考

に

近
づ

く
+

の

で

あ
る

｡

｢

感

覚
が

な

け
れ

ば

思

考
ほ

あ

り

え

な

い

し
､

ま

た

な
い

の

で

あ

る
｡

し

か

し

逆
に

ま
た

､

…

…

息

考
の

仰
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な
い

『

純
粋
』

な

感

覚
は

な
い

し
､

ま
た

あ

り

得
な

い

の

で

あ

る
｡

+

(

¢

寛

ぎ
d

で
一

夏
d
.

や
一

声
訳

､

上
､

二

六
三

頁
)

だ

か

ら

具

体

的

な
対

象
把

握
に

於
て

､

感
覚

､

知
覚

､

思
考
の
ル

は
っ

き

り

区

別
さ

れ

た

も
の

が

あ

る

の

で

は

な

く
､

よ

り

感
覚
的

､

よ

り

知
覚
的

､

よ

り

思

考
的
と
い

う

程
度
の

差
が

あ

る

に

過

ぎ

な

い

の

で

は

な
い

か
｡

そ

し

て

｢

よ

り

感
覚
的
+

か

ら

｢

よ

り

知
覚

的
+

へ

､

｢

よ

り

知
覚
的
+

か

ら

｢

よ

り

思
考
的
へ

+

段

階
が

移

る

に

し

た

が
っ

て
､

対

象
把

握
の

分
析

､

踪
合
の

機
能
は

強
ま
る

し
､

ま

た

分

析
､

綜
合
が

主

観
的

､

能
動
的
な

働
き
で

あ

る

だ

け
､

そ

れ

だ

け

強
く

実

在
の

｢

主

観
的
反

映
+

の

像
が

形
成
さ

れ

て

ゆ

く
｡

し

か

し
そ

の

｢

主

観
的
反

映
+

の

像
の

形

成
が

強
け

れ

ば

強

い

ほ

ど
､

む

し

ろ

実
在
を

一

層
客
観
的
に

反

映

す
る

こ

と
に

な
る

｡

認
識
を

対

象
の

機
械
的

反

映
と

考
え
る

素
朴
な

理

解
に

と
っ

て

は
､

こ

の

関
係
は

異
様
に

思

え
る

か

も

し
れ

な
い

が
､

■
現

在
の

唯
物
論

で

は

対

象
の

認

識
を

む

し

ろ
こ

の

よ

う
に

考
え
て

い

る

こ

と

ほ
､

今
ま

で

の

ぺ

た

通

り
で

あ

る
｡

そ

し

て

こ

の

よ

う

な

考
え

は
､

次

の

｢

相
対

的
真
理
と

絶
対

的
真
理
+

.
の

議
論
に

よ
っ

て
一

層
は
っ

き

り

と
､

そ

し
て

強
く

打
ち

出
■

さ

れ

る

こ

と
に

な

る

だ

ろ

う
｡

二

相

対

的
真
理

と

絶
対

的

真
理

｢

…
…

静
埋

的
諷

詠
が

感
性
的

認

識
と

異
な

る

の

は
､

感
性
的

腿

認
識
が

事
物
の

個
々

の

一

面

的
な

､

現

象
的
な

､

外
部
的
な
つ

な

が

り

し

か

も

た

な
い

認
識
で

あ

る

の

に

た

い

し
て

､

論
理

的
認
隷

が

き

ら
に

大

き

く
一

歩
前
進
し

て
､

事
物
の

全

体

的
な

､

本
質
的

な
､

内
部
的
な
つ

な

が

り

に

ま

で

た
っ

し
て

い

る

認
識
だ

か

ら
で

あ

り
､

周

囲
の

世

界
の

内

在
的
諸

矛
盾
を
あ

き
ら

か

に

し
､

､
そ

れ

に

よ

?

て
､

ま

た
､

周
囲
の

世

界
の

発
展
を

､

周

囲
の

世

界
の

全

体

性
に

お

い

て
､

そ

の

あ

ら

ゆ
る

面
で

の

内

部
的
な
つ

な
が

り
に

お

い

て
､

把
握

す

る

こ

と
が

で

き
る

と
こ

ろ
に

ま
で

た

っ

し

て

い

る

認

識
だ

か

ら

で

あ

る
｡

+

(

毛

沢

東
､

｢

実

践
論
+

､

の

罵

呂
▲

甘
‖

H

す

声

甲

N

設
.

訳
､

下
､

四

〇

九

1
一

〇

頁
)

ま

え
に

も

の

ぺ

た

よ

う
に

､

わ

た

く

し
た

ち
の

対

象
把
握
の

機
能
は

､

感
覚
か

ら

知

覚
､

知
覚
か

ら

思
考
と
い

う
こ

と
で

ほ

な

く
､

｢

比

較
的
感
覚
的
+

｢

比

較
的
知
覚
的
+

｢

比

較
的
思
考
的
+

と
い

う
こ

と

で

あ
っ

て
､

感
覚
に

も

知
覚
が

､

知
覚
に

も

思
考
の

機
能
が

浸
透
し
て

い

る
｡

だ
か

ら

感
覚
の

ご

く

限

ら

れ

た

部
分

的
､

局

部
的

認
識
も

､

知
覚

に

比

較
し

て

よ

り

部
分
的

､

局

部
的
で

あ

る

と
い

う
に

過

ぎ
な
い

し
､

ま

た

知
覚
は

事
物
の

一

面
的

､

現

象
的
認
識
で

あ
る

と
い

っ

て

も
､

論
理

的
認
識
に

対

し
て

一

面
的

､

現

象
的
認

識
だ

と
い

う

に

過

ぎ

な
い

｡

感

覚
､

知
覚
と
い

っ

て

も
プ

リ
､

､

､

テ

ィ

ブ

な

形
で

`

人
､

′

∵

′

+



｢
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( 2 9 ) 唯物幹 と 書朴 実在論

の

思
考
の

問
題
で

あ

り
､

論
理

的
認

識
の

議
論
は

感

性
的

認

識
に

つ

い

て

も

決
し
て

無
縁
な

も
の

で

は

な
い

だ

ろ

う
｡

も
っ

と

も

そ

与

は

い

っ

て

も
､

認

識
の

質
料
は

感

覚
､

知
覚
を

通
さ

な

く

て

は

得
ら

れ

な
い

し
､

ま

た

感
覚

､

知
覚
の

対

象
把
握
が

一

面
的

､

現

象
的

､

非
本
質
的
で

あ

る

こ

と

も

事
実
で

あ

る
｡

だ

が

毛
沢

東
の

言
葉
に

の

べ

ら
れ

た

感

性
的
認
識
と

論
理

的
認

識
の

対

腰

に

し
て

も
､

そ

の
､
よ

う
な

春
慶
と

意
味
に

於
て

考
え

ら
れ

な

け
れ

ば

な

ら

な
い

｡

と
こ

ろ
で

唯
物

論
に

よ

る

と

論
理

的
認

識
の

典
型
的
な

も
の

は

科
学
で

あ

る

が
､

科
学
的
認
識
と
い

え

ば
､

先

ず
デ
ー

タ

の

関
聯

づ

け
に

よ

っ

て

仮
説
が

構
成
さ

れ

る
｡

こ

の

仮
説
が

実
験
(

或
い

は

観
潮
)

に

よ
っ

て

検
証

さ

れ

れ

ば
､

そ

の

仮
説
ほ

真
理

と

し
て

認
め

ら
れ

る
｡

し

か

し

そ

の

う
ち

､

こ

の

理

論
に

よ
っ

て

説
明

出

来
な
い

よ

う

な

新
し
い

事
実
が

あ
き

ら
か

に

な

る

と
､

こ

の

新
し

い

事
実
を

説
明

す

る

新
し
い

仮
説
が

求
め

ら
れ

構
成

さ

れ

る

が
､

こ

の

仮

説
は

そ

れ

ま
で

の

理

論
と

論
理

的
に

矛

盾
し

な
い

こ

と

が

必

要
で

あ

る

ば

か

り
で

な

く
､

こ

の

仮
説
を

も

と
に

し
て

構
成
さ

れ

る

理

論
は

､

古
い
.

理

論
を

む

し
ろ

包
摂
す
る

も
の

で

な

け
れ

ば

な

ら
な
い

｡

そ

し
て

こ

の

新
し
い

仮
説
が

実
験
に

よ
っ

て

検
証
さ

れ

れ

ば
､

新
し
い

真
理
が

生
ま

れ

る

が
､

こ

の

真
理
は

前
の

真
理

に

対

し
て

よ

り

包
括
的
な

､

そ

し
て

深
め

ら
れ

た

真
理

だ

と

い

う

こ

と

に

な

る

だ

ろ

う
｡

科
学
に

よ

る

真
理

の

探
求
は

さ

ら
に

進
歩

発
展
し
て

ゆ
く

が
､

そ

れ

に

よ
っ

て

ま

す
ま

す

包
括
的
な

､

そ

し

て

深
め

ら
れ

た

対

象
把
握
が

行
な

わ
れ

て

ゆ

く
｡

科
学
認
識
の

こ

の

よ

う

な

事
情
に

つ

い

て

は
､

よ

く

相
対

性
理

論
と

量
子

力

学
の

例
が

あ

げ

ら

れ

る

が
､

ガ

ロ

デ
ィ

も

例
え

ば

相

対

性
理

論
に

つ

い

て
､

バ

シ

ュ

ラ

ー

ル

の

言
葉
を

あ

げ
､

つ

ぎ
の

よ

う
に

い

っ

て

い

る
｡

｢

ニ

ュ

ー

ト

ン

の

体

系
と

ア

イ

ン

シ

ュ

タ

イ

ン

の

体

系
と
の

あ
い

だ

に

は

移
り

か

わ

り

と
い

う
こ

と

ほ

な
い

｡

第
一

の

も
の

か

ら

第
二

の

も
の

へ

は
､

知
識
を

つ

み

か

さ

ね

る

と

か
､

測
定
を

う

ん

と

丁

寧
に

や

る

と

か
､

原
理

を

わ
づ

か

ば

か

り

訂
正

す

る

と

か

い

う
こ

と

に

よ
っ

て

移
っ

て

い

く
の

で

は

な
い

｡

そ

れ

と

反

対
に

全
面

的
な

新
し

さ

に

た

い

す
る

努
力
が

必

琴
で

あ
.

る
｡

…

…

も

ち

ろ
ん

､

こ

う
し

た

帰
納
を

し
た

あ

と

で

は
､

遷
元

に

よ
っ

て
､

ニ

ュ

ー

ト

ン

的
科
学

を

う
る

こ

と

は

で

き

る
｡

そ

れ

ゆ

え
､

ニ

ュ

ー

ト

ン

の

天

文

学
は

結
局

､

ア

イ

ン

シ

ュ

タ

イ

ン

の

汎
天

文

学
の

特
殊
な

場
合
で

あ

る
｡

そ

れ

は
ユ

ー

ク

リ

ッ

ド

幾
何

学
が

ロ

バ

チ
ェ

ア

ス

キ

ー

の

汎
幾
何

学
の

特
殊
な

場
合

と

同

じ

よ

う

な

も
の

で

あ

る
｡

+

(

バ

シ

ュ

ラ

ー

ル
､

｢

新
し
い

科
学
席
神
+

､

ロ

宅

邑
で

一

声
ヤ
N

芦

訳
､

下
､

三

七

八

-
九

頁
｡

一

部
､

雌



一 橋論 叢 第 六十 巷 第 六 号 ( 3 0 )

訳
し
な

お

し

た
｡

)

こ

の

相

対

性
理

論
の

よ

う
に

､

科
学
は

新
し
い

包

括
的
真
理

を

求
め
て

一

歩
一

歩
進
ん

で

ゆ

く

が
､

し

か

し

科
学
は

け
っ

し

て
､

認

識
が

そ

れ

以
上

進
め

な
い

よ

う
な

点
､

即
ち

絶
対

的
真
理

に

到

達
す

る

こ

と

は

出
来
な
い

｡

し

か

し

そ

う

は

い

っ

て

も
､

科
学
的

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

認

識
が

､

よ

り

包
括
的
な

､

よ

り

全

体

的
な

真
理

を

求
め

て
､

着

実
に

一

歩
一

歩
前
進
し

て

い

る

こ

と

は
､

わ

た

く
し

た

ち
に

｢

極

限
+

､

と
い

う
よ

り

も
｢

理

念
+

と

し
て

の

鮨
対

的
真
理

を

憑
皇
さ

せ

る

の

に

十
分
だ

ろ

う
｡

そ

れ

な

ら
､

何

故
認
識
は

本
来
相

対

的
で

あ

る

の

か
｡

ま

た

何

故
絶
対

的
真
理

は

現

実
に

到
達
出
来
な
い

極
限
な
の

か
｡

こ

の

間

い

に

対
し

て
､

ガ
ロ

デ
ィ

は

こ

う
答
え
る

｡

｢

認
識
は

即

刻

的
な

行
為
で

は

な

く

て
､

長
い

過

巷
で

あ

り
､

か

ぎ

り

な
い

運

動
で

あ

る
｡

人

間
ほ

､

あ

き

ら
か

に
､

実
在
を

一

撃
を

も
っ

て
､

捻
括
的

に
､

完
全

に

反
映

す

る

こ

と

は

で

き

な
い

｡

そ

れ

ほ

ま

ず
第

一

に
､

こ

う
い

う
実
在
は

､

わ
れ

わ

れ

が

数
え

る

こ

と

さ

え

も
で

き

な
い

ほ

ど
の

時
か

ら
､

限

り
な

く

発
展
し

て

い

る

か

ら
で

あ

る
｡

…

…

わ

れ

わ

れ

の

認
識
の

相
対

性
は

､

認
識
を

行
な

う

主

観
が

た

え

ず
､

そ

の

仮
説
を

訂
正

し
た

り

置
き

か

え

た

り
､

補
足
t

た

り

し

な

け

れ

ば

な

ら

な
い

と

い

う
事
実
に

あ

る

だ

け
で

な

く
､

さ

ら
に

､

知

ら

れ
る

と
こ

ろ
の

対

象
が

発

展
し
て

お

り
､

そ
の

運
動
す
る

実
在

∽

を

十

全
な

仕
方
で

反

映

す
る

に

は
､

わ

れ

わ

れ

の

概

念
を

修
正

し

た

り
､

置
き
か

え

た

り

し

な

け
れ

ば

な

ら

な
い

と
い

う

事
実
に

あ

る

の

で

あ

る
｡

+

(

の
P
→

賀
▲

甘
‥

H

E
P

宅
.

N

宗
-
P

訳
､

下
､

主

八
六

頁
)

実
在
が

無
限
に

発
展
す
る

と
い

う
こ

と

を
､

わ
た

く
し

た

ち
は

ど
の

よ

う
に

し
て

知
る

こ

と

が

出
来
る

だ

ろ

う
か

｡

た

と

え

実
在
が

無
限
に

発
展
す
る

と

し

て

も
､

ど

う

し
て

認
識
も

無
限

に

発
展
し

な

け

れ

ば

な

ら
な

い

の

か
｡

現

実

存

在
に

つ

い

て

の

｢

無
限
+

認
識
は

カ

ン

ト

の

ア

ン

テ

ィ

ノ

ミ

ー

の

議
論
で

は

な
い

け

れ

ど

も
､

客
観
的

､

経
験
的
に

扱
う
こ

と

は

出
来
な
い

の

で

は

な
い

か
｡

こ

う
考
え

て

く

る

と
ガ

ロ

デ
ィ

の

こ

の

主
張
に

ほ

い

ろ

い

ろ

疑
問
が

生

じ

て

く
る

が
､

い

ま
は

そ

の

ま

せ

受
け

取
っ

て

お

く
こ

と

に

し
よ

う
｡

三

唯
物

論
と

素
朴
実
在
論

既
に

の

ぺ

た

よ

う
に

､

唯
物
論

･

認

識
論
の

課
題
は

､

先

ず
物

質
か

ら

意
識

､

即

ち

感
覚
や

思
考
が

ど

の

よ

う
に

発
生

し
､

意
識

の

そ

の

よ

う
な

物

質
的
基
礎
の

上

で
､

感
覚
や

思

考
が

ど
の

よ

う

に

働
く
も
の

な
の

か
､

を

明

ら
か

に

す

る

こ

と
で

あ

る
｡

そ

う
い

う
わ

け
で

､

ガ

ロ

デ
ィ

■
の

認

識
論
の

叙
述
も

､

第
一

部
を

｢

意
識

人
〔

`

ノ
＼



｢
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本

人

( 3 1 ) 唯物漁 と素朴実 在論

の

前

史
+

.
と

痙
し

て
､

物

質
(

の

運
動
)

の

中
か

ら

意
識
が

ど
の

よ

う
に

茅
ば

え

て

き

た

か

を
の

ぺ
､

そ

れ

を

受
け

て

第
二

部
｢

意

識
の

感
性
的
段
階
+

で

は
､

感
覚
及
び

知
覚
の

発
生

と

機
能
に

つ

い

て
､

更
に

第
三

部
｢

認
識
の

理

性
的
段
階
+

で

は
､

意
識
の

よ

り

高
次
の

認
識
機
能
で

あ

る

思
考
に

つ

い

て

の

ぺ

て

い

る
｡

唯
物

論
･

認
識
論
の

わ

た

く

し
た

ち
の

紹
介
も

､

こ

の

順
序
に

し
た

が

っ

た

も
の
■

で

あ

る
.｡

一

見

し

た

と
こ

ろ
､

唯
物

論
の

こ

の

議
論
は

､

大
へ

ん

常
識
的

で

あ

り
､

具
体

的
で

あ

り
､

明

快
に

見
え

る
｡

し
か

し

少
し

立

ち

入
っ

て

し

ら
べ

て

み

る

と
､

様
々

な

疑
問
が
､

起
っ

て

く
る

｡

そ

ゐ

中
で

主

な
一

も
の

を

二

つ

あ

げ
れ

ば
､

次
の

通
り

で

あ

る
｡

り
ガ

ロ

デ
ィ

ほ

そ

の

議
論
の

或
る

個
所
で

エ

ン

ゲ

ル

ス

の

言

葉
を

あ

げ
､

ヘ

ー

ゲ
ル

の

｢

棉
神
現

象
学
+

に

つ

い

て

こ

う
の

べ

て

い

る
｡

｢

‥

‥

‥

胎
生

学
と

か

古
生

物
学
と
か

に

対

応

す

る

科
学
と
い

え

ば
い

え

る

も
の

で
､

い

ろ
い

ケ
の

段
階
を

経

過
し

て

ゆ

く

個
人

意
識
の

発
展
を

､

人

類
の

意
識
が

歴

史
的
に

へ

て

き
た

諸
段

階
の

敵
国
的
再
現
と

し

て

把

握
し

た

も
の

で

あ

る

ご

(

G

寛
p

ロ

音
‥

一

正
d

.

苫
ゝ
-

-
N

.

訳
､

上
､

六
七

頁
)

こ

れ

は

ガ

ロ

デ
ィ

が

そ

の

認
識
論
を

､

唯
物

論
の

立

場
か

ら
で

は

あ

る

が
､

ヘ

ー

ゲ
ル

の

｢

構
神
現

象
学
+

の

方
法
に

な

ら
っ

て

展
開

し
ょ

う

と

す

る

意
図

を

表
わ

し

た

も
の

で

あ
る

｡

し

か

し

わ

た

く

し
た

ち
は

こ

こ

で
､

ヘ

ー

ゲ

ル

の

｢

精

神
現

象
学
+

の

分

析
が

論
理

的
分

析
だ

と
い

う
こ

と

を

思
い

起
さ

な

け

れ

ば
な

ら

な
い

｡

即
ち

わ

た

く

し
た

ち
の

意
識
の

機
能
を

論

理

的
契
機
に

分

解
し

､

最
も

単
純
で

原
初
的
な

英
機
か

ら
､

弁

証

法
的
に

､

複
建

､

高
度
な

実
機
へ

発
展
し

て

ゆ

く

と
こ

ろ
の

､

い

わ

ば

論
理

的
プ

ロ

セ

ス

の

分

析
で

あ
っ

て
､

実
際
に

意
識
が

時
間
的
(

歴
史
的
)

に

発
生

､

発
展
し

て

ゆ

く
､

い

わ

ば

事
実

的
プ

ロ

セ

ス

の

記
述
で

ほ

な
い

｡

そ

の

こ

と

ほ

｢

資
本
論
+

の

湯
合
と

同
じ

で

あ

る
｡

例
え

ば

｢

資
本
論
+

の

冒
頭
に

現
わ

れ

る

｢

商
品
+

に

対

し
て

､

グ

ル

ー

シ

ン

は

こ

う
い

う
.｡
｢

マ

ル

ク

ス

は

発
端
の

関
係
と

し
て

の

商
品

か

ら

研
究
を

は

じ
め

て

い

る

が
､

そ

れ

は

商
品
が

歴

史
上

貨
幣
よ

り

は

や

く

見
い

だ

さ

れ

る

か

ら
で

は

な
い

､

…

…

商
品
が

近

代
資
本
主

義
社

会
の

『

細
胞
』

で

あ

り
､

そ
の

も
っ

と

も

単
純
な

要
素
だ
か

ら
で

あ
る

｡

+

(

ベ
･

ア
･

グ

ル

ー

シ

ン

｢

マ

ル

ク

ス

の

『

資
本
論
』

に

お

け
る

論
理

的
お

よ

び

歴
史
的
な

研
究
方

法
+

､

｢

思
想
+

-
岩
波

書
店
-

一

九
五

六

年
､

一

月

号
､

三

六

頁
)

こ

こ

で

商
品
が

単
純
な

要
素

だ

と
い

う
の

は
､

論
理

的
に

単
純
な

要
素
だ

と
い

う
意
味
で

あ

ケ
■

る
｡

｢

資
本
論
+

の

叙
述
ほ

経
済

発
展
の

事
実
的
プ

ロ

セ

ス

と

朗
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或
る

対

応
を

持
つ

と

は

い

え
､

■
そ

れ

自
体
と

し

て

は

資
本
制
生

産
の

論
理

的
プ

ロ

セ

ス

の

分

析
､

記
述
で

あ
っ

た
｡

こ

う

し
て

み

る

と
､

唯
物

論
･

認

識
論
.の

記
述
が

｢

意
識
の

前

史
+

か

ら

｢

意
識
の

感
性
的

段
階
+

､

更
に
■

｢

認

識
の

理

性

的
段
階
+

と
い

う

脇
序
に

な
/

っ

て

い

る

の

は
､

わ
た

く
し

た

ち

が

最
初
思

っ

て

い

た

よ

う
な

意
識
発
展
の

事
実
的
プ

ロ

セ

ス

の

記
述
で

は

な

く
､

論
理

的
プ

ロ

セ

ス

の

記
述
だ

と

い

う
こ

と

に

な

る
｡

も

し

そ

う
だ

と

す
れ

ば
､

｢

意
識
の

感

性

的

段

階
+

で

扱

わ

れ

る

感
覚
ほ

､

現
実
の

具
体
的
感
覚
の

事
実
を

の

ぺ

た

も

の

で

は

な

く
､

現

実
の

具
体
的

認
識
の

感
性
的
実
機
を

抽
象
し

ヽ

ヽ

ヽ

て
､

そ

の

論
理

的

性
蒋
を

明
ら

か

に

し

た

も
の

と

考
え

な

け

れ

ば

な

ら

な
い

｡

唯
物
論
の

認

識
論
が

も

と

も

と

論
理

的
プ
.ロ
セ

ス

の

分

析
を

志
し
た

も
の

だ

と

す
る

と
､

現

実
の

具

体

的
認
識
と

い

う
も

の

ほ
､

こ

の

分

析
に

於
て

あ

ぼ

き

出
さ

れ

た

認
識
の

論
理

的
諸

夷

横
全

体
に

よ

っ

て

再

構
成

さ

れ

る
ぺ

き

も
の

だ

ろ

う
｡

し

た

が

っ

て
一

つ

の

具
体

的
認
識
と

し

て

の

現

実
の

(

事

実

と

し

て

の
)

感
覚
ほ

､

単
に

論
理

的
に

抽
象
さ

れ

た

感
性
的
契
機
だ

け

で

は

な

く
､

同

時
に

理

性
的
実
機
を

も

持
っ

て

い

る

ほ

ず
で

あ

る
｡

■
だ

か

ら

｢

認
識
の

理

性
的

段
階
+

で

扱
わ

れ

て

い

る

｢

相

対

的
真
理

と

絶
対

的
真
理
+

の

議
論
は

､

感

覚
の

藩
論
に

も

本

棚

質
的
に

関
係
し
て

こ

な

け
れ

ば
な

ら

な
い

｡

｢

頼
対

的

真
理

と

絶
対

的
真
理
+

の

議
論
に

よ

れ

ば
､

認
識
は

本
来

､

デ
ー

タ

を

関
聯
づ

け

て

仮
説
を

構
成

し
､

そ

の

仮
説
を

実
験
的
に

検
証
す

る

こ

と

に

ょ
っ

て
､

対

象
と

の
一

致
を

た

し

か

め

る

と

い

う
横

能
で

あ
っ

た
｡

感
覚
も

現

実
的

､

具

体

的
に

一

■
つ

の

認
識
で

あ

る

以

上
､

も

と

も

と

は

こ

う
い

う

働
き

で

な

け

れ

ば

な

ら

な
い

は

ず
で

あ

る
｡

だ

が

は

じ

め
に

の

ぺ

た

よ

う
に

､

唯
物
論
は

物

質
を

第
一

次

存
在
と

考
え

､

何
よ

り

意
識
が

物
質
か

ら

発
生

し

た

と
い

う
由

来
を

明
ら

か

に

し

よ

う
と

心

掛
け
る

と

こ

ろ

か

ら
､

そ

れ

が

自

然
､

事
実
的
プ

ロ

セ

ス

の

分

析
､

記
述
に

な
っ

て

い

る

こ

と
は

香
走
出
来
な
い

｡

も

し

事
実
的
プ

ロ

セ

ス

の

記
述
だ

と

す

れ

ば
､

主

観
と

客
観

､

意
識
と

対

象
の

認
識
論
的
関
係
に

対

す
る

唯
物

論
の

立

場
は

､

論
理

的
プ

ロ

セ

ス

の

記
述
だ

と

す

る

場
合
と

違

っ

て
､

感

覚
諭
そ
の

も
の

の

中
に

示
さ

れ

て

い

る

と

考
え

な

け

れ

ば

な

ら

な

く

な

る
｡

と
い

う
㌧

の

ほ

事
実
的
プ

ロ

セ

ス

の

記
述

な
ら

ば
､

そ

こ

で

の

感
覚
は

そ

れ

だ

け

で
一

つ

の

現

実
的

､

具

体

的
認
識
で

あ
っ

て
､

認
識
の

他
の

英
機
に

よ
っ

て

補
わ

れ

る

必

要
の

な
い

も
の

で

あ

り

ー
論
理

的
プ

ロ

セ

ス

の

記
述
な
ら

●

ノ
ゝ

(

ノ

ご
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ば
､

そ

こ

に
■
の
ぺ

ら

れ

て

い

る

感

覚
は

､

現
実
的

､

具
体

的
認

識
の

感
覚
的
契
横
を

抽
象
し

た

も
の

に

過
ぎ

な
い

～
､

そ

し

て

ま
た

､

既
に

の

べ

た

よ

う
に

､

感
覚
に

於
て

､

主

観
と

客
観

､

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

意
識
と

対

象
の

認

識
論
的
関
係
が

､

は

じ
め

て
､

し

か

も

端
的

た

問
題
に

な

る

か

ら

で

あ

る
｡

と
こ

ろ

で

そ

の

感
覚
論
の

分

析
は

生

理

学
的

な

も
の

で

あ
っ

た
｡

し

か

し
こ

と

は

認
識
論
の

問
題
だ

か

ら
､

た

だ

の

生

理

学

の
■
議
論
と

し
て

で

は

な

く
､

哲
学
的
議
論
と

し
て

考
え
な

け
れ

ば

な

ら

な
い

が
､

そ

う

す
る

と

主

観
と

客
観

､

意
識
と

対

象
の

認
識
論
的
関
係
は

､

素
朴
実

在
論
に

立
つ

こ

と
に

な

る
｡

何
故

な

ら
､

そ

こ

で

は

本
来
存
在
は

､

意
識
に

現

象
す
る

以

前
に

も
､

意
識
に

い

ま

現
象
し

て

い

る

姿
の

ま

ま
で

存
在
す
る

の

だ

と

考

え
､

そ

の

存
在
が

生

理

学
的
プ

ロ

セ

ス

を

通
じ

て
､

わ

た

く

し

た

ち
の

意
識
ビ

､

機
械
的
に

現
出
し

反

映
す
る

の

だ

と

見
て

い

る

か

ら
で

あ

る
｡

こ

の

よ

う
に

事
実

的
プ

ロ

セ

ス

の

記
述
か

論
理

的
プ

ロ

セ

ス

の

記
述
か

は
っ

き

り

さ

せ

な
い

唯
物
論
の

曖
昧
な

態
度
は

､

主

観
-
客
観
の

認

識
論
的
関
係
も

曖
昧
に

し

て

し

ま

う
が

､

と

に

か

く
わ

た

く

し
た

ち
と

し

て

は
､

論
理

的
プ

ロ

セ

ス

の

記
述
と

し

て
一

貫
さ

せ

な

け
れ

ば

な

ら

な
い

｡

そ

う
す

れ

ば
こ

の

感
覚

の

理

論
も

｢

相
対

的
真
理

と

絶
対

的

真
理
+

の

理

論
に

制
約
さ

れ

る
｡

そ

れ

に

王

れ

ば

感
覚
も

一

つ

の

認
識
だ

と

見
､

感
覚
と

い

っ

て

も

そ

れ

は

本
来
の

対

象
把
握
の

機
能

､

即
ち
デ
ー

タ

を

関

聯
づ

け
て

仮
説
を

構
成
し

､

そ

の
･
仮
説

を
実

験
に

よ
■っ

て

検

証
す
る

こ

と
に

よ

っ

て

成
立

す

る

の

だ

と

考
え

る

か

ら
､

主

観

と

客
観

､

意
識
と

対

象
の

認

識
論
的
な

根
本
的
関
係
は

､

認
識

の

こ

の

本
来
の

働
き

に

即

し
て

把
え

ら
れ

な

け

れ

ば

な

ら

な

く

な
る

｡

そ

れ

に

つ

い

て

は

別
の

と

こ

ろ
で

も

の

ぺ

た

が

(

｢

い

わ

ゆ
る

反

映
と

い

う
こ

と
に

つ

い

て
+

1
一

橋
論
叢

､

昭

和

四

十
三

年
､

八

月

号
､

参
照
)

､

本
質
的
な

点

は
､

仮

説
を

実

験
に

よ
っ

て

検
証

し
､

仮
説
と

対

象
の

一

致

を

た

し
か

め
る

と

ヽ

ヽ

ヽ

い

っ

て

も
､

仮
説
と

対

象
の

直
接
の

一

致
が

た

し
か

め

ら
れ

る

の

で

は

な
い

と
い

う
こ

と

で

あ

る
｡

ヽ

ヽ

ヽ

直
接
の

一

致
が

た

し
か

め

ら

れ

る

の

だ

と

す
る

と
､

対

象
の

在
り

方
が

既
に

わ

た

く
し

た

ち
に

わ
か

っ

て

い

て
､

そ

わ

上

で

観

念
(

仮
説
は

認
識
主

体
の

側
で

の

観

念
で

あ

る
)

と

存

在

(

=

対

象
)

の
一

致
を

問

題
に

す
る

こ

と

に

な

る

が
､

認

識
は

こ

の

よ

う
に

し

て

な

さ

れ

る

の

で

は

な
い

｡

む

し

ろ

仮

説
が

正

し
い

と

す
れ

ば

か

く
か

く
の

事
実
が

起
る

ほ

ず
で

あ

る

と

予

想

し
､

そ

の

予

想
し

た

事
実
が

実
際
に

実
厳
に

よ
っ

て

得
ら
れ

れ

棚
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ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ば
､

仮
説
が

対

象
と

一

致
す
る

こ

と

が

間
接
的
に

た

し
か

め

ら

れ

る

の

で

あ

る
｡

仮
説

と

対

象
の

一

致
が

間
接
的
で

あ

る

と

い

う
こ

と

ほ
､

■こ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

の

+

致
に

よ
っ

て

存
在
そ

の

も

の

が

は

じ

め
て

姿
を

現
わ

す
､

と
い

う
こ

と
を

意
味
す
る

｡

い

ま

仮
説
そ

A

と

し
一､

こ

の

A

に

対

応

す
る

存
在
そ

の

も
の

(

の

在
り

方
)

を
ム

と

す

る
｡

い

う

ま
■
で

も

な

く
A

は

観
念
の

側
に

属
し

､

ガ

は

存
在
の

側
に

属
す

る
■｡

仮

説
A

か

ち
の

予

想
事
実
を

p
､

そ
の

予

想
事
実
が

実
験

的
に

実

現

さ

れ
■

た

も
の

､

即
ち

実
験
事
実
を

〆
と

す
れ

ば
､

こ

こ

で

直

接
一

致
す
る

の

ほ

p

と

が
で

あ
っ

て
､

A

と

〆

で

ほ

な

い
｡

p
と

′

p
の

一

致

か

ら

A

が

存
在
そ

の

も
の

で

あ

る

ガ

を

表

め

す
こ

と

に

な

り
､

こ

こ

に

は

じ

め
て

ガ
､

即
ち

存
在
そ

の

も

の

が

姿
を

現
わ

す
の

で

あ
る

｡

も
っ

と

も
は

じ

め
て

姿
を

現

わ

す
せ
い

っ

て

も
､

主

観
或
い

は

意
識
が

存
在
を
つ

く

り

出
す
と

い
ゝ

つ

こ

と

で

は

な

く
､

も

と

も

と

存
在
し

た

も
の

が
､

そ

う
い

う
認

識
の

振
作
を

通
し
て

姿
を
現

わ

し

た
､

と

い

う
ま

で

の

こ

と
で

あ

る
｡

p

と

が
が

一

致
す

る

以

前
に

は
､

存
在
そ

の

も
の

､

即
ち
ガ

は

わ

た

く
し

た

ち
に

は

知
ら

れ

て

い

な
い

｡

だ

か

ら

あ

ら
か

じ
め

ガ

が

知
ら

れ

て

い

る

よ

う
に

考
え

､

A

と
ガ

の

直
接

的
一

致
を

考
え

る

素
朴
実
在
論
と

は

考
え

が

根
本
的
に

違
う

｡

*

p

と

〆
の

直
接
的

一

致

と
い

う
こ

と
に

は

素
朴
実
在
漁
の

息
念

は

な
い

か

と

い

う
こ

と

だ

が
､

そ

れ
に

つ

い

て

の

急
冷
は

､

こ

こ

で

は

省
く
こ

と

に

す
る

｡

成東)

と
こ

ろ

で

デ
ー

タ

を

関
聯
づ

け

て

仮
説
を

構
成

す
る

働
き

は
｢

わ

た

く

し

た

ち
の

主

体

的
､

能
動
的
働
き
で

あ

ゃ
､

こ

の

働
き

に

応
℃
て

存
在
は

徐
々

に

そ

の

姿
を

現

わ
し

て

く
る

｡

そ

し
て

こ

の

認
識
の

発
展
は

無
限
で

あ
り

､

存
在
の

究

極
の

姿
は

わ

た

く
し

た

ち
に

と
っ

て

理

念
で

あ
り

､

認
識
さ

れ

る

こ

と
は

出
来

な
い
■｡

そ

う
い

う

わ

け
で
+

今
の

わ

た

く
し

た

ち
に

知
ら
れ

て

い

る

存
在
の

姿
が

究
極
の

存
在
の

姿
と

ほ

考
え

な
い

か

ら
､

こ

う
い

.
う

点
か

ら

も

唯
物
論
は

素
朴
実
在
論
と

無
縁
で

あ

る
｡

榊

第
二

の

疑
問
は

､

感

覚
に

於
て

主
観
と

客
観
の

区

別
と

対

立
が

生
じ

､

一

一

方

で

ほ

｢

主

観
的
な

も
の

を

ほ

か

に

し
て

は
､

客
観
と

な
っ

て

い

る

も
の

を

知
る

こ

と

が

で

き

な
い
+

と

い

い

な

が

ら
､

そ

れ
に

も

拘
ら

ず
､

カ

ン

ト

の

い

う

｢

物
自
体
+

を

認
め

な
い

こ

と
で

あ
る

｡

存
ま
の

像
が

い

わ

ば

主

観
の

ヴ
ェ

ー

ル
･■
を

通

し
て

の

み

知
ら
れ

る

と

す

る

な

ら

ば
､

主

観
の
■
ヴ
ェ

ー

ル

を

通
さ

な
い

｢

存
在
そ

の

も
の
+

の

姿
は

､

わ

た

く

し

た

ち

ち

′

}

(

1

こ
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に

と
り

て

ど

う
し

て

も

知
ら

れ

る

こ

と
の

出
来
な
い

不

可

知
の

Ⅹ

だ

と

い

う
こ

と

に

な

る

が
､

唯
物
論
ほ

､

そ

う
い

う

｢

物
自

体
+

を

全

然
考
え

て

い

な
い

｡

感
覚
に

よ
っ

て

把
え

ら
れ

る

の

は
､

存
在
そ

の

も
の

の

姿
な

の

で

あ

る
｡

ま

た

分

析
と

綜
合
と
い

う
こ

と
に

つ

い

て

の

ぺ

た

よ

う
に

､

分

析
と

綜
合
の

主

観
的

､

能
動
的
な

働
き
が

高
め

ら
れ

て

ゆ

け

ば

ゆ

く
ほ

ど
､

.
却
っ

て

対

象
の

把

握
は

一

層
客
観
的
に

な
っ

て

ゆ

く
｡

認

識
主
体
の

｢

構
成
+

･
に

よ
っ

て
､

逝
に

客
観
そ

の

も

の

あ

姿
が

盛
呈
さ

れ
て

く
る

｡

し

か

し
こ

う
い

う

逆
説
的

関
係

は
､

一

体

ど

う
し

て

可

能
な
の

だ

ろ
■
う
か

｡

唯
物
論
は

こ

の

よ

う

な
､
疑
問
に

は

殆
ん

ど

答
え

な
い

｡

こ

の

逆
説
的
関
係
は

､

認

識
の

板
渡
的
機
能
が

､

デ
ー

タ

の

関
聯
づ

け
に

よ

る

仮
説
の

構
成

､

実
験
に

よ

る

仮
説
の

検
証

と

考
え
る

ほ

か

説
明
の

し

よ

う
が

な
い

も
の

で

あ

る
｡

認

識
主

体

の

｢

構
成
+

と

い

っ

て

も
､

そ

れ

は

デ
ー

タ

を

関
聯
づ

け
て

仮

説
を

→

構
成
+

す
る

と
い

う

働
き

以

外
の

も

の

で

は

な

い
｡

→

主
観
的
な

も
の

を

ほ

か

に

し

て

は
､

客
観
と

な
っ

て

い

る

も

の

を

知
る

こ

と

が

出
来
な
い
+

と
い

っ

て

も
､

わ

た

く

し

た

ち

の

把
え

て

い

る

存
在
の

姿
が

､

意
識
の

ヴ
ェ

ー

ル

を

通

し

た

も

の

だ

と

い

う
イ

メ

ー

ジ

を

持
っ

て

ほ

な

ら
な
い

｡

そ

の

本
当
の

意
味
ほ

､

デ
ー

タ

の

関
聯
づ

け
に

よ

る

仮
説
の

播
成
と
い

う
認

識
主

体
の

能
動
的
振
作
を

通
し

て

の

み
､

存
在
そ

の

も
の

が

わ

た

く
し

た

ち
に

姿
を

見
せ

る

と

い

う
こ

と

に

外

な

ら

な
い

｡

科

学

的
認
識
を

例
に

し
て

考
え
れ

ば
､

認

識
主

体
の

能
動
的

､

構

成

的
働
き

か

け
に

よ
っ

て
､

存
在
そ

の

も
の

が

ほ

じ

め
て

姿
を

現
わ

す
こ

と
､

更
に

､

こ

の

能
動
的

､

構
成
的
働
き
か

け
が

清

澄
に

行

な

わ

れ
､

｢

主

観
的

反

映
+

の

像
が

形
成
さ
､

れ
■
る

こ

と

が

強
け

れ

ば

強
い

ほ

ど
､

む
し

ろ

存
在
が

一

層

客
観
的
に

反
映

さ

れ

る

と
い

う
こ

と

は
､

容
易
に

､

具
体

的
に

知
る

こ

と

が

出

来
る

｡

ガ

ロ

デ
ィ

が

感
覚
及
び

知
覚
の

理

論
の

と

こ

ろ
で

分

析

と

踪
合
と
い

う
曖
昧
な

言
葉
で

の

べ

た

認

識
の

働
き
は

､

実
は

こ

う
い

う

も
の

だ
っ

.
た

の

だ

が
､

唯
物
論
の

認

識
論
が

論
理

的

プ

ロ

セ

ス

の

分

析
で

あ
る

と
い

う
一

貫
し
た

立

場
に

た

て

ば
､

｢

認

識
の

理

性
的
段
階
+

で

の

ぺ

ら

れ

た

認
識
本

来
の

働
き
が

､

感

覚
及

び

知
覚
に

於
て

も
プ

リ

ミ

テ

ィ

ブ

な

形
と

は

い

え
､

働

い

て

い

る

と

考
え
る

の

は

自
然
だ

ろ

う
｡

あ

と

が

き

｢

資
本
論
+

あ
分

析
が

そ

う
で

あ
っ

た

よ

う
に

､

唯
物
論

･

認

叫
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識
論
の

叙
述
を

認

識
.
の

論
理

的
プ

ロ

セ

ス

の

分

析
と

し
て

確
立

し
､

そ

れ

に

ょ
っ

て

主

観
と

客
観

､

意
識
と

存
在
の

藷
識
論
的

な

根
本

的
関
係
を

デ
ー

タ

の

関
聯
づ

け
に

よ

る

仮
説
の

構
成

､

実

験
に

よ

る

仮
説
の

検
証

､

と

い

う

認
識
本
来
の

働
き
に

於
て

把
え

､

唯
物

論
か

ら

素
朴
実
在
論
の

印
象
を

払
拭
す
べ

き
だ

と

い

う
の

が
､

本

論
文
の

主

張
で

あ

っ

た
｡

と
こ

ろ
で

､

｢

資
本
論
+

が

資
本
制
生

産
の

論
理

的
プ

ロ

セ

ス

の

分

析
で

あ

り

な

が

ら
､

そ

の

論
理

的
プ

ロ

セ

ス

が

実
際
の

経
済

史
の

事
実
的
プ

ロ

セ

ス

と

或
る

対

応
を

持
っ

て

い

る

こ

と
､

そ

し

て

論
理

的
プ

ロ

セ

ス

と

事
実
的
プ

ロ

セ

ス

と
い

う
本

質
的
に

別
の

も
の

が
､

何
故
対

応
す
る

の

か

と

い

う
こ

と
が

､

｢

資
本
論
+

研

究
で

の
一

つ

の

大

き

な

問
題
に

な
っ

て

い

る
｡

意
識
発
展
の

論
理

的
プ

ロ

セ

ス

と

事
実
的
プ

ロ

セ

ス

に

つ

い

て

も

同
様
で

あ

る
｡

こ

こ

で

わ

た

く

し

た

ち
に

残
さ

れ

た

問
題
は

､

二

つ

の

プ

ロ

セ

ス

が

ど

う

し
て

対

応
す
る

の

か

を

明

ら
か

に

す
る

こ

と

で

あ

る
｡

グ

ル

膨

-

シ

ン

は
､

二

つ

の

プ

ロ

セ

ス

が

対

応
す
る

の

は

｢

資
本
論
+

の

分

析
の

対

象
で

あ

る

資
本
制
生

産
が

｢

成
っ

た

対

象
+

だ

か

ら
だ

と

い

う
｡

(

グ

ル

ー

シ

ン

の

前

掲

論
文

､

参

照
)

資
本
制
生

産
は

論
理

的
分

析
の

対

象
と

な
っ

て

は

い

る

が
､

そ

れ

自
体
と

し

て

は

純
粋
に

論
理

的
な

超
時
間
的
な

存
在
で

は

な

く
､

現

実
の

歴
史
的

存
在
だ

か

ら
､

そ

の

論
理

的
な

範
噂
自
体
の

中
に

も

歴
史
性
が

内

在
し
て

い

る

と

い

う
意
味
だ

ろ

う
｡

わ

た

く

し
た

ち
も

グ

ル

ー

シ

ン

に

な

ら
っ

て
､

認
識
論
に

於
け

る

二

つ

の

プ

ロ

セ

ス

の

対

応
の

理

由
を

､

｢

認
識
+

が

｢

成
っ

た

対

象
+

だ

か

ら

だ

と
い

う
こ

と

に

し
て

お

こ

う
｡

も
っ

と

も

そ

う
ほ

い

っ

て

も
､

そ

れ

で

こ

の

間

魔
の

本

当
の

意
味
が

尽

さ

れ

た

わ

け
で

は

な
い

が
､

し
か

し

そ

れ

を

立

ち
入

っ

て

扱
う
こ

と
ほ

別
の

壊
会
に

ゆ

ず
り
た

い
｡

(

東
京

教
育
大

学
助

教

授
)

′
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二

こ




