
｢

類

型

と

階

型

( 1 ) 類型 と 階型

新
カ

ン

ト

学
派
の

島
将
ハ

イ
ン

リ

ブ

ヒ

･

リ
ブ

ケ
ル

ト

が

｢

自

然
科
学
的
概
念
構
成
の

限

界
+

を

書
い

た

の

は
一

八

九

六

年
で

あ

っ

た
｡

彼
は
こ

の

書
に

よ

っ

て
､

十

九

世

紀
末
か

ら
二

十

世

紀
に

か

け
て

遽
に

め

ぎ

ま

し

く

勃
興
し

来
っ

た

自
然
科
学
の

概
念
構
成

に

対

し
て

鋭
き

批
判
を

加
え

､

そ

の

限

界
を

指
摘
す
る

こ

と
に

よ

っ

て
､

学
問
の

一

つ

の

分

野
を

な

す

文

化

科
学
を

､

自
然
科
学
に

抗
立

せ

し

め
ん

と

し
､

後
者
が

必

ず
し

も

草
間
の

名

に

価
す

る

唯

一

の

も
の

で

は

な
く

､

文

化

科
学
が

そ

れ

に

匹

敵

す

る

学

問
の

意

義
と

権
威
と

を

有
す
る

こ

と

を

確
祝
せ

ん

と

し

た

こ

と

ほ

周

知

の

如
く
で

あ

る
｡

自
然
科
学
は

法

則
定

立

(

ロ
0

日
O
t

F
O
仏

6
.

)

を

目

的
と

す

る

が
､

人

文

科

学

-
殊
に

歴

史
学
は

個
性
描

出

(
i

巴
0

山

内

得

立

叫

昌
p

E
さ

m
)

を

主

眼
と

す
る

｡

多
く
の

事
物
の

間
に

妥

当

す

る

一

般
的
な

法
則
を

探
究

す
る

こ

と

が

自
然
科

学
の

仕
事
で

あ

る

と

す

れ

ば
､

一

つ

の

事

象
の

そ
れ

ぞ
れ

に

特
有
な

個
性
を

ー
し
か

も
一

回

限
り

の

出
来
事
と

し
て

把
握
せ

ん

と

す
る

も
の

が

歴
史
学

の

主

な
る

課

題
で

あ

り
､

こ

の

点
か

ら

し
て

自
然
科
学
と

人

文
科

学
と

を
､

そ

の

対

象
(

一

つ

は

自
然
で

あ

り
､

他
は

人

文
で

あ

る

と
い

う
)

に

よ

っ

て

で

ほ

な

く
､

認
識
の

方
法

､

研
究
の

立

場
に

ょ
っ

て

明

噺
に

且
つ

厳
額
に

区

別
せ

ん

と
し

た
の

で

あ

る
｡

こ

の

挽
説
ほ

一

八

九

四

年
に

ス

ト

ラ

ス

ブ

ル

グ

大

学
に

於
い

て

行
わ

れ

た

ウ

ィ

デ
ル

バ

ン

ド

の

講
演
｢

歴
史
と

自
然
科
学
+

に

よ

っ

て

端

が

開
か

れ

た

も
の

で

あ
り

､

彼
の

忠
実

な

弟
子
リ

ツ

ケ

ル

ー

に

よ

っ

て

心

ゆ

く

ま
で

周

到
に

且
つ

明
噺
に

敢
行
せ

ら

れ

た

が
､

し

か

し

そ

れ

は

余
り
に

明

晰
で

あ

っ

て

却
っ

て

多
く
の

不

明

な
る

問
題

8 3

+
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を

残

す
こ

と

と

な
ゥ

た
｡

第
エ

に

個

性
と

は

何
で

あ

る

か
､

そ

れ

が

単
に

そ

れ

自
ら
に

特

有
な

性
質
で

あ

り
､

自
己
の

み

が

所
有
し

他
の

事
物
に

見
出
さ

れ

え
な
い

独

自
の

性
質
で

あ

り
､

次
に

そ

れ

は
一

た

び

生

起
す
れ

ば

決
し

て

繰
返

す
こ

と

の

な
い

一

回

限
り

の

出
来
事
で

あ

る

と
い

わ

れ

る

の

で

あ

る

が
､

た

だ

こ

れ

ら
の

こ

と

に

ょ

っ

て

個
性
ほ

正

確

に

且

つ

十

分
に

定

義
せ

ら

れ

得
る

の

で

あ

る

か
｡

た

だ

個
人
の

個

々

の

事
実
に

限
ら
れ

る

こ

と

は

果
し

て

個

性
を

確
立

す
る

も
の

で

あ

り

得
る

か
｡

単
に

個

物
と

､

又

は

他
人

と

異
な
っ

た

性
癖
が

そ

の

人
の

i

已
○
00

.
を

描
出
す
る

所
以
で

あ

ゃ

う
る

か
｡

.
個
性
の

原
理

(

官
許
凸

昔
日

日

ど
d
-

≦.

(

ど

邑
0

2 .

班

)

が

何
で

あ
.
る

か

は

ア

リ

ス

ト

テ

レ

ス

以

来
中

世
を

通

し

て

大

な
る

問
題
と
な
っ

た

の

で

あ

り
､

我
々

は

こ

れ

に

つ

い

て

詳
論
す

る

追
は

な
い

が
､

個
性
に

つ

い

て

原
理

を

言
う
こ

と

そ

の

こ

と

が

そ

も

そ

も

個
別

的
で

な

く
､

個
別

の

租
抵
に

既
に

一

般
的
な

も
の

を

予

想
し

て

い

る

こ

と

と

な

り
は

し

な

い

か
｡

新
カ

ン

ト

派
以

後
こ

の

間
題
に

つ

い

て

新
し
い

考
え

方

を

提
出

し

た

も
の

は

マ

フ

ク

ス
･

ウ

ェ

ー

バ

ー

の

｢

理

念
型
+

H
(

訂

巴
t

叫

p

た

の

思

想
で

あ

ろ

う
｡

新
カ

ン

ト

派
に

よ
っ

て

二

分
さ

れ

た

学
問
の

分

野
は

ウ
エ

ー

バ

ー

に

よ

っ

て

再
び

合
せ

ら

れ

た

か

に

見
え

る

の

も
､

･
こ

の

｢

理

念
型
+

に

ょ

っ

て

で

あ
っ

た
｡

.
か

つ

て

ケ

イ

ン

デ

紬

ル

パ

ン

ド

が

嘆
い

た

よ

う
に

､

古
代
に

於
い

て

は

凡

ゆ
る

学
問
は

｢

哲
学
+

の

傘
下
に

あ
っ

た

が
､

自
然
科
学
が

先

ず
そ

れ

か

ら

独

立

し
､

最
後
ま
で

忠
実
で

あ
っ

た

心

理

学
さ

え

も

今
世

紀
に

到
っ

て

漸
く
そ

の

裔
絆
か

ら

脱
す
る

に

到
っ

て
､

哲
学
の

領
域
に

残
さ

れ

た

也

の

は

か

つ

て

の

宗
家
と

い

う
名
の

み

七

な
っ

た
｡

▼
新
. カ

ン

ト

派
の

主

張
は

僅
に

こ

の

孤
塁
を

守
ら
ん

と

す
る

は

か

な

き

努
力
で

あ

る

に

す

ぎ
な
い

と

さ

え

見
ら

れ
よ

う
｡

法
則
定
立

に

対

し

て

個

性
描
写

を

叫
ん

で

み

て

も
､

■
人

文

科
学
の

領
域
は

日
々

に

自
然
科

学
に

よ
っ

て

蚕
食
せ

ら
れ

つ

.つ

あ

る

こ

と

は

誰
の

目
に

も

明
ら

か

で

あ

る
｡

自
然
科
学
に

対

抗
す
る

こ

と

に

よ
っ

て

で

は

な

く
､

む

七

ろ
こ

れ

を

含
ん

で

さ

ら
に

新
し

き

学
問
の

理

念
を

う
ち

立
て

よ

う

と

す
る

の

が

ま

さ

に

ウ
占

-

バ

ー

の

理

想
で

あ

り
､

そ

の

中
心

理

念
は

ま
さ

し

く

｢

理

念
型
+

の

概
念
で

あ

っ

た
｡

彼
は
こ

れ

に

よ
っ

て

先

ず
歴

史
学
と

社

会
学

と

を

統
一

せ

ん

と
し

た
｡

社

会
学

は

社
会

現

象
の

一

般
的

法
則
を

定
立

す
る

も
の

と

考
え

ら
れ

る

限

り

自
然
科
学
に

属
す
べ

き
で

あ

る

が
､

ウ
ェ

ー

バ

ー

ほ
｢

理

念
型
+

の

概
念
に

よ
っ

て
一

方
に

歴
史
学
の

個
性
描
出
を

満

足
せ

し

め

な

が

ら
､

同

時
に

社
会
学
の

法
則
の

概
念
を

一

変
せ

ん

と

し

た

の

で

あ

る
｡

マ

ル

ク

ス

ほ

経

済
学
を

｢

科
学
+

と

し

て

-
白
然
科
学



類型 と 階型｢
と

し

て

で

は

な

く

と

も

-
確
立

せ

ん

と

し

た

が
､

ウ
ェ

ー

バ

ー

か

ら

云

わ
せ

る

な

ら

ば

経
済
学
も

社
会

学
の

一

分

野
で

あ

る

に

外

な

ら

な
い

｡

そ

れ

は

先

ず
存
在
を

｢

自
然
+

と

し

て

で

ほ

な

く
､

｢

財
+

と

し

て

取
り

扱
う
も
の

で

あ
る

ぺ

き
で

あ
る

か

ら

で

あ

る
｡

ウ
エ

ー
バ

ー

は

例
え

ば
ロ

ー

マ

の

農
業
事
情
を

研
究
し

た

論
文
に

於
い

て

も
､

又

は

近

代

資
本
主

義
の

成
立

を

論
じ

た

研
究
に

於
い

て

も
､

彼
の

目

図

す
る

も
の

は

単
な

る

事
実
で

ほ

な

く

常
に

事
実

の

理

念
型

で

あ

り
､

一

回

限
り
の

出
来

事
で

は

な

く
､

可
能
的

な

事

実
で

あ
っ

た
｡

勿
論
こ

の

可

能
性
は

単
な

る

主

観
的
な

も
の

で

は

な

く

常
に

そ

し
て

必

ず
客
観
的
可

能
性
で

あ

る
ぺ

き

で

あ

り
､

可

能
性
は

必

ず
｢

経

験
の

規
則
+

を

要
す
ぺ

き

で

あ
っ

た

が
､

に

も

拘
ら

ず
経

験
は

単
な
る

許
O

t

仁

日

官
已
仁

日

で

は

な

く

常
に
｢

経

ヽ

ヽ

鹸
の

規
則
+

で

な
け

れ

ば

な

ら

な
い

｡

ウ

ェ

ー

バ

ー

は
｢

個
性
+

に

代
う
る

に

｢

理

念
型
+

を

以

て

す

る

こ

と
に

よ
っ

て

歴
史
学
を

社

会
学
に

結
び

つ

け
､

一

つ

の

新
し
い

｢

文
化

科

学
+

を

樹
立
せ

ん

と

し

た

の

で

あ

る
｡

歴
史
学
は

た

だ

時
間
の

順
序
と

時
代
の

区

分
と

に

よ
っ

て

進
転
す
る

も

の

で

は

な

く
､

ま

た

社

会
学
も

単
に

多
く

の

社

会
､

国
家
に

汎
通

す
る

法
則
を

定

立

せ

ん

と

す
る

学
問
で

は

な

く
､

就
中

社

会
学
は

理

解
社
会
学
(

詰
り
∽

t

e

F
e

已
e

S

O
N

山

巨
O

g
i

e
)

と

し

て

そ

れ

ぞ

れ

社

会
の

特
質
を

把
握
す
る

と
こ

ろ
の

学
問
で

庖

る
ぺ

き
で

あ

っ

た
｡

ウ
エ

ー

バ

ー

の

生

れ
､

そ
し

て

生

活
し

た
ヨ

ー

ロ

ッ

パ

近

代

社
会
の

特

質
は

｢

資
本

主

義
+

で

あ

り
､

何
故
に

そ

し

て

如

何
に

し

て

近

代

合
理

的
資
本
主

義
が

彼
の

地

に

起
り

､

彼
の

時
代
に

支

配
的
で

あ
っ

た

か

は

彼
の

最
も

力
を

尽

し

て

解
明

せ

ん

と

し

た

点

で

あ

る

が
､

そ

れ

は

ま
さ

し

く

近

代
ヨ

ー

ロ

ッ

パ

文

化
の

個
性
を

､

単
に

形
式
的
に

で

は

な

く

(

新
カ

ン

ト

派
の

如

く
)

内

容
的
に

把
握
せ

ん

と

す
る

試
み

で

あ

る

に

外
な

ら

な
い

｡

彼
ほ

こ

の

間
題
に

答
え
ん

と

し
て

古
く
ヨ

ー

ロ

ッ

パ

に

伝
統
す

る

合
理

主

義
と

近

く
ヨ

ー

ロ

ッ

パ

を

支
配
し

た
プ

ロ

テ

ス

タ

ン

ト

清

神
と

を

以

て

し

た
こ

と
は

有
名
で

あ

る

が
､

殊
に

注
意
せ

ら
る

ぺ

き
は

､

個

性
と

は

そ

の

も
の

に

特
有
で

あ

る

と

共
に

､

他
の

社

会

及
び

歴
史
に

於
い

て

ほ

見
出
さ

れ

得
ぬ

と
い

う
此

較
法
に

よ
る

研

究
で

あ

る
｡

蓋

し

個
性
は

ま
さ

に

か

く
の

如
き

此

較
と

区

別
と

に

ょ
っ

て

端
的
に

明

示
せ

ら
れ

得
る

か

ら

で

あ

ろ

う
｡

資
本
主
義
は

近

代
ヨ

一

口

,

パ

社
会
の

特
質
で

あ

る

が
､

何
故
に

世

界
の

他
の

社
会
に

於
い

て

起
ら

な
か

り

た

か
､

起
り

得
て

も

何
故
に

ヨ

ー

ロ

ッ

パ

に

於
い

て

の

如
く

発
達
し

な

か
っ

た
か

｡

こ

の

事
実
と

理

由

と

を

た

づ

ね

る

こ

と

が

社
会
学
の

第
一

の

主

要
問

題
で

あ

り
､

そ

れ
■
は

多
く
の

社

会
に

共
通

な

る

洪

則
を

定
立

す
る

よ

り
も

､

そ

れ

ぞ

れ

な
る

社
会
の

特
質
を

理

解
し

描
出
す
る

こ

と

で

あ

ら

ね

ば

な

L
__
?デ
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ら

ぬ
｡

こ

こ

に

於
い

て

社

会
学
は

歴
史
学
と

分
ち

が

た

く
､

し
か

も

内

面
的
に

結
び

つ

く
｡

社
会
の

個
性
と

そ

の

発
達
と

を

究
明

す
る

こ

と

が

歴
史
学
の

目

的
.
で

あ
る

と

す
れ

ば
､

多
く
の

社
会
の

夫
々

な
る

個
性
を

比

較
し

軒
別

す

る

こ

と
が

社

会
学
の

任
務
で

な

け

れ

ば

な
ら

ぬ
｡

歴
史
学

が

時
間
的
で

あ

り

社
会
学
が

空

間
的

で

あ

る

と
い

う
の

は

常
識
論

で

あ

り
､

と

る

に

足
ら
ぬ

分

類
で

あ

ろ

う
｡

ウ
エ

ー

バ

ー

に

と
っ

て

は

歴
史
学
ほ

決
し
て

社
会
学
と

別
な

る

も
の

で

は

な

く
､

た

だ

そ

の

研

究
方

向
を

異
に

す
る

に

す

ぎ
ぬ

｡

彼
の

歴
史
学
が

新
カ

ン

ト

派
の

そ

れ
か

ら

分

放
さ

れ
､

且
つ

そ

れ
を

凌
駕
す

る

の

も

ま
さ

に

こ

の

点
に

あ
り

､

就
中
文

化

科
学
ほ

単
な
る

歴
史
学
に

限

ら

れ

た

も
の

で

は

な
か

っ

た

の

で

あ

る
｡

〓

し

か

し

以

上
の

よ

う
な

立

場
か

ら

し

て
､

ウ
ェ

ー

バ

ー

の

文
化

科

学
ほ

如
何
な

る

開
花
を

う

な
が

し
､

何
の

結

実
を

も
た

ら
し

得

た

の

で

あ

ろ

う
か

｡

歴

史
学
は

過

去
の

事
実
を

単
に

時
間
の

順
序

に

従
っ

て

記
載
す
る

も
の

で

ほ

な

く
､

凡
て

の

事
実
ほ

個
性
を

明

ら
か

に

す
る

た

め

に

の

み

探
求
せ

ら
れ

､

そ

し

て

記
載
せ

ら

れ

ね

ば

な

ら
ぬ

｡

例
え

ば

何
年
何
月

､

何
の

日

に

ゲ

ー

テ

が

錠
前
屋
に

キ

イ

を

注
文

し

た

と
い

う
こ

と

は

伝
記
に

よ
っ

て

確
実
で

あ
る

と

し

て

も
､

こ

の

事
実
は

直

ち
に

歴
史
の

事
蹟
と
い

い

難
く

､

史
料

と
さ

え
な

り

得
ぬ

で

あ

ろ

う
｡

事
実
な

る

が

故
に

貴
い

の

で

は

な

く
､

ゲ

ー

テ

の

人

格
を

開
明

す
べ

き

事
実
で

あ

る

こ

と

に

ょ
っ

て

の

み

初
め

て

歴
史
的
事
実
と

な

り

得
る

の

で

あ

る
｡

ウ
ェ

㌧
ハ

一

に

と
っ

て

ほ

概
念
は

宅
中
ロ

F
♂
ロ
ト

で

は

な

く
､

む

し

ろ

く
0
1

E
-

み

で

あ
る

と

い

う
カ

ン

ト

的
な

認
識
説
が

根
づ

よ

く

横
た

わ
っ

て

い

た
｡

概
念
は

認
識
主

観
が

受
動
的
に

う
つ

し

と
る

こ

と

に

よ
っ

て

成
立

す
る

色

趣
せ

た

イ

メ

ー

ジ

で

は

な

く

て
､

む

し

ろ

対

象
の

声
監

r

-

-

t

賢

は

概
念
の

H

計
巴
芹

賢

を

介
し
て

成

立

す

る

の

で

あ

る

と
い

う
カ

ン

ト

主
義
を

信
奉
す
る

こ

と

に

於
い

て

ウ
ェ

ー

バ

ー

は

人

後
に

お

ち
ぬ

着
で

あ

る
｡

模
写

説
の

概

念
論
ほ

高
々

｢

共

通

の

徴
表
+

に

す

ぎ

な
い

が
､

ウ
ェ

ー

バ

ー

の

｢

概
念
+

ほ
カ

ン

ト

の

｢

ア

プ

リ

オ

リ
+

に

近
い

｡

し

か

も

そ

れ

は

単
な

る

観
念
で

ほ
な

く
一

つ

の

理

念
で

あ

る
､

単
に

一

山

区
-

な

も

の

で

は

な

く

し
て

ま

さ

に

H

か

匡
-

t

対
ロ

岳

で

な

け
れ

ば

な

ら

な

か
っ

た
｡

理

念
型
が

カ

ン

ト

の

ア

プ

リ

オ

リ

と

も

異
な
る

の

ほ
､

そ

れ

が

単
に

先

腹
性

を

も
つ

の

み

で

な

く
､

そ

れ

自
ら

一

つ

の

光
政
的
な

る

と
こ

ろ
に

あ

る
｡

カ

ン

ト

に

と
っ

て

は

ア

プ

リ

オ

サ

と

ほ

先

験
的
と
い

う
こ

と

で

あ

り
､

先

験
的
(

t

→
p

ロ
∽

諾
n

計
日

訂
-

)

と

は

却
っ

て

経

験

を
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構
成

す
る

と

こ

ろ
の

論
理

的

条
件
に

す

ぎ

な
か

っ

た

が
､

ウ
ェ

ー

バ

ー

の

理

念
型
は

そ

れ

自
ら
に

そ

の

も
の

と
し

て

存
在
す
る
一

つ

の

型

態
で

あ

る
｡

そ

れ

は

単
に

論
理

的
な

も
の

で

あ

る

よ

り

も

存

在
的

な

或
る

も

の

で

あ

る
｡

そ

れ

ほ

存
在
の

根
抵
に

あ
っ

て

そ

れ

を

構
成
す
る

も
の

で

は

な

く
､

却
っ

て

事
物
が

そ
れ

を

模
像
す
る

こ

と
に

よ
っ

て

対

象
と

な
り

得
る

原
型
で

あ

る
｡

一

言
に

し

て

い

え

ば

そ

れ

は

概
念
で

ほ

な

く

理

念
的
典
型

で

あ
っ

た
｡

そ

れ

故
に

模
倣
説
を

完
全
に

転
回

し
た

人
ほ

カ

ン

ト

で

あ

る

よ

り

も

む
し

ろ

プ

ラ

ト

ン

で

あ

り
､

プ

ラ

ト

ン

を

祖
と

す
る

ウ
ェ

ト
ハ

ー

で

あ

っ

た

と

も
い

え

よ

う
｡

概
念
が

事
物
を

模
倣
す

る

の

で

ほ

な

く
､

事

物
が

概
念
を

模

倣
す
る

と

言
っ

た

の

ほ

ウ
ェ

ー
バ

ー

で

あ
一

つ

た
｡

H
(

訂
巴
t

叫
せ
d
玩

の

i

一

区
】

と
い

う
こ

と

は

事
物
を

可

能

性
に

お

い

て

考
察
す
る

と
い

う
こ

と
で

あ

る
｡

可

能
性
と

ほ

矛

盾
の

な
い

こ

と
､

そ

し

て

そ

れ

に

よ
っ

て

有
り

得
る

こ

と

を

意
味
す
る

の

で

あ
る

が
､

理

念
型
を

も

ち
い

て

社

会
の

事
象
を

説
明
し

叙
述
す

る

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

と
い

う
こ

と

ほ
､

あ

り

う
る

こ

と

を

媒
介
と

し

て

現
に

あ

る

こ

と

を

究
明
し

叙
述
す
る

こ

と

に

外
な

ら

な

い
｡

そ

の

方

法
の

特

性

は
､

可

能
性

(

岩

窟
-

i

O

F
打
e
i

t

)

を

介
し

て

現

実
性
(

W
打
打
-

6
.

F

村
e
ド

ニ

を

理

解
し

認

識
す
る

こ

と
に

あ
る

｡

あ

た

か

も

物
理

学

者

が

数
式
で

表
わ

さ

れ

る

イ

デ

ア

ー

ル

な

運
動
の

概
念
を

用
意
し

な

が

ら

実
峻
に

た

ち

向
う

よ

う
に

､

ウ
ェ

ー

バ

ー

は

｢

あ

り

う

る
+

と
こ

ろ
の

社
会
的
行

為
や

結
合
の

理

念
型
を

く
み

立

て

な

が

ら

史

料
の

検
討
に

と

り

か

か

る

の

で

あ

る
｡

(

金

子

農

二

マ

ッ

ク

ス

･

ウ
エ

ー

バ

ー

研
究

第
一

章
参
府
)

以

上
の

よ

う
に

見
て

く

る

と
､

ウ
ネ

ー

バ

ー

の

理

念
型
は

カ

ン

ト

の

｢

ア

プ

リ

オ

リ
+

よ

り

も
プ

ラ

ト

ン

の

｢

イ

デ

ア
+

に

近
い

も
の

の

よ

う
に

見
え

る

が
､

固
よ

り

近

代
人

ウ
ェ

ー

バ

ー

は

徒
ら

に

プ

ラ

ト

ン

の

舌
蹟
に

追
随
す
る

も
の

で

は

な
い

｡

何
よ

り

も

先

ず
彼
は

歴

史
学
着
で

あ

り
､

実
証
的

研
究

者
で

あ

り
､

プ

ラ

ト

ン

の

よ

う
な

形

而
上

学

着
で

は

な

か
っ

た
｡

理

念
型
の

概
念
ほ

彼
に

と
っ

て

天

上
の

実
在
で

ほ

な

く
､

事
物
の

本

質
と
い

っ

た
も

の

で

さ

え

も

あ

り

得
な
い

の

で

あ

っ

て
､

そ

れ

が

ど
こ

ま
で

も

近

代
科

学
の

方

法

と

し

て

提
唱
せ

ら
れ

た

こ

と

に

注

目
せ

ら

れ

ね

ば

な
ら

ぬ
｡

彼
を

目
し

て

プ

ラ

ト

ン

と

カ

ン

ト

と
の

綜
合
と

見
る

こ

と
さ

え

誤
の

甚

し

き

も
の

で

あ

る
｡

彼
が

社
会
科
学
的

概
念
の

理

念
型

的
性
格
を

究
明

し

た

主

な
モ

テ

ィ

ブ

は

決
し

て

哲
学
的

関
心
か

ら

出
た

も
の

で

は

な

く
､

む

し

ろ

資
本

主

義
と
い

う
ヨ

ー

ロ

ッ

パ

近

代
社

会
の

特
質
を

把
握
し

ょ

う
と
し

た

点
に

あ

る

こ

と
が

明

白
で

あ

っ

て
､

そ

れ

は
一

九

〇
三

年
に

｢

ロ

ッ

シ

ャ

ー

と
ク

ニ

ー

ス
+

を

書
き

､

つ

づ

い

て

｢

社

会
科
学
的
な

ら
び

に

社
会
政

策
的
認
識
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の

客
観
性
+

を

論
じ

､

そ

の

翌

年
に

は

｢

プ

ロ

テ

ス

タ

ン

テ

ィ

ズ

ム

の

倫
理

と

資
本
主

義
の

精

神
+

(

一

九
〇

四

-
五
)

の

名

著
を

発
表
し

た

こ

と

に

よ
っ

て

も

十

分
に

知
ら
れ

る

で

あ

ろ

う
｡

さ

ら

に

晩
年
の

社
会

学
体

系
に

於
い

て

は

｢

封
建
制
+

｢

家
産
制
+

｢

官

僚
政

治
+

(

せ

弓
e

岩
月
篤
ユ
等
々

の

理

念
型
が

個
々

人
の

行
為
に

分

解
せ

ら
れ

､

個
々

人
の

社

会
的
行
為
の

複
合
と

し

て

組
立

て

ら

れ

る

よ

う
に

な
っ

た
｡

即
ち

実
在
す
る

も
の

は

｢

個
々

の

個
人
+

(

e
-

ロ

監
-

P
e

諾
r

∽

0

ロ
e

已

で

あ

り
､

そ

れ

ら
の

個
人
の

相
互

交
渉

よ

り

成
立
つ

と

こ

ろ
の

複
合
体
は

そ

れ

と

同
じ

意

味
に

於
い

て

は

実
在
し

な
い

が
､

そ

れ

に

も

拘
ら

ず
理

念
的
な

複
合
体
と

し
で

存

在
す
る

｡

そ

し

て

個
々

人
の

可

能
的
社
会
行
為
の

規
則
は

｢

要
素

的
理

念
型
+

と

し
て

こ

れ

に

対
し

て

明

別
せ

ら

れ

る

に

到
っ

た
｡

し

か

も
こ

の

二

つ

の

理

念
型

に

つ

い

て

重
き

を

置
か

れ

た

の

は

む

し

ろ

要
素
的
理

念
型
で

あ
っ

て
､

プ

ラ

ト

ン

の

よ

う
な

形
而
上

学

的
理

念
態
で

ほ

な
か
っ

た
｡

ウ
ェ

ー

パ

.-
は

ノ
､

､

､

ナ

リ

ズ

ム

を

経

て

近

代
の

経
験
主

義
を

満
喫
す
る

実
証

論
者
で

あ

っ

て

固
よ

り

中

世
の

概
念
実
体

論
者
で

ほ

な
か
っ

た

筈
で

あ

る
｡

三

理

念
型
は

何
よ

り

も

先

ず
個
々

の

事
実
又

は

個
々

の

個
人
の

理

念
型
で

あ

っ

て
､

歴

史
の

一

回

性
と

社

会
の

特
異
性
と

を

規
定

す

88

る

に

役
立
つ

も

の

で

あ

る

が
､

し

か

し

そ

れ

故
に

そ

れ

は

そ

れ

自

ら

個
別
的
な
も

の

で

あ

る

と
い

う
こ

と
が

で

き

な
い

｡

そ

れ

は

個

個
の

事
実

又

ほ

個
々

の

個
人
そ
の

も
の

の

類

属
す
る

可
能
的
な

事

物
の

範
型

で

な

け
れ

ば
な

ら
ぬ

｡

そ

れ

は

あ

ぐ

ま

で

も

可
能
的
に

ヽ

ヽ

構
想
せ

ら

れ

た

行
為
の

類
型
で

あ

っ

て
､

実

際
に

起
っ

た

出
来
事

が

レ

ア

ー

ル

で

あ

る

に

対

し
て

､

普
遍
的
で

あ

り
､

イ

デ
ア

ー

ル

で

あ
る

と
い

う

性
椅
を

も
つ

｡

我
々

は

こ

こ

に

初
め

て

類
型
と

い

う
語
に

つ

き
あ

た

る
｡

ウ
ェ

+

バ

ー

の

理

念
型
と

類
型

と
の

問
に

は

尚
幾
分
の

距
離
が

あ

り
､

厳

密
に

は

同
一

視
せ

ら

れ

得
ぬ

と

し

て

も

両
者
が

略
々

同
様
の

構
想
か

ら

出
た

も

の

で

あ

る

こ

と

は

認

容
さ

れ
て

よ

い

で

あ

ろ

う
｡

類
型
の

概
念
に

つ

い

て

肝
要
な
こ

と

は
一

方
に

そ

れ

が

個
物
の

典
型
で

あ

る

こ

と
と

､

他
方
に

､

一

つ

の

類
型
が

他
の

顆
型
と

比

較
せ

ら

れ
､

区

別
せ

ら
れ

､

そ

し

て

そ

れ

に

よ
っ

て
一

つ

の

定
型

を

得
る

と
い

う
こ

と
で

あ
る

｡

比

較
と

い

う
こ

と

は

単
に

異
同
を

明

ら
か

に

す
る

の

み

で

な

く
､

そ

れ

に

ょ
っ

て

そ

の

も
の

の

特
質

又

は

個
性
が

明

定

せ

ら

れ

る

必

須
な

手

続
で

あ

る

か

ら

で

あ

る
｡

例
え

ば

西

洋
文

化
と

区

別

せ

ら

れ

た

東
洋
文

化
の

特
質
は

何
に

あ

る

か
｡

西
洋
に

於
い

て

も

近

代

資
本

主

義
の

特
性
ほ

古
代
の

封
建
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別
に

此
し

て

何
を

そ

の

特
質
と

す

る

の

で

あ
る

か
｡

こ

れ

ら
の

点

を

明

定
す
る

た

め

に

は

単
に

一

つ

の

事
実
の

理

念
型

を

見

究
め

る

の

み

で

な

く
､

他
の

類
型
と
の

此

較
に

よ

っ

て

見

定
め
ら

れ

ね

ば

な

ら
ぬ

｡

理

念
型
は

一

つ

の

可
能
的
な

事
物
の

典
型
で

あ

る

が
､

類
型
ほ

多
く
の

可
能
的
形
態
の

比

較
に

よ
っ

て

開
明
せ

ら
れ

得
る

と
こ

ろ
の

も
の

で

あ
る

｡

さ

ら
に

理

念
型
と

類
型
と

の

差
別
は

次
の

点
に

あ

る

で

あ

ろ

う
｡

理

念
型
は

H

▲
計
巴

で

あ

り

そ

れ

は

理

念
で

あ

る

と

と

も

に

理

想

を

も

意
味
す
る

｡

理

念
型
が

や

や

も

す

れ

ば

典
型
と

な
り

理

想
型

と

近

接
す

る

の

も
こ

の

理

由
に

よ

る

の

で

あ

る
｡

然
る

に

類
型
に

は

そ

の

よ

う
な

規
範
的
意
味
は

な
い

｡

一

つ

の

類
型
が

貴
く

優
れ

､

他
の

類
型

が

劣
り

卑
め

ら
る

べ

き

理

由
は

ど
こ

に

も

見
出
さ

れ

な

い
｡

西
洋

文
化

は

東
洋
文

化
に

此

し

て
一

段
と

優
越
し

た

も
の

で

あ
る

か
､

北
方

文

化
は

自
ら
に

し

て

南
方
文

化
の

下

位
に

つ

く
ぺ

く

定
め

ら

れ

て

い

る

か
｡

西
洋
の

歴
史
家
は

ー
ラ

ン

ケ
の

よ

う

な

偉
大
な

る

歴

史
家
で

さ

え
･

-
-

文

化
は

西

洋
に

の

み

あ
っ

て

東

方
に

は

な
い

､

少
く

と

も

同

等
の

価
値
あ

る

文

化
は

見
出
さ

れ

得

ぬ

と

い

う

晒
見
に

捕
わ

れ

て

い

た

よ

う
で

あ

る
｡

中
国
は

古
く
か

ら

東
夷
南
蛮
の

思
想
に

け
が

さ

れ

て

い

た
｡

世

界
の

文

化
に

そ

れ

ぞ

れ

な
る

類
型
を

見

出
し
て

そ

れ

ぞ

れ

な
る

価
値
を

認
め

る

よ

う

に

な
っ

た

の

は

む

し

ろ

極
砂
て

最
近
の

こ

と

に

属
す

る

(

例
え

ば

ト

イ

ン

ビ

ー

の

歴

史
研
究
の

如
く
)

｡

､

類
型
に

は

価
値
の

思

想
が

許
さ

れ

て

い

な
い

､

.
如
何

な

る

評
価

作
用
か

ら

も

全
く

解
放
せ

ら

れ

て

い

る

(

弓
e

ユ
キ
軋
)

｡

こ

の

こ

と

は

顆
塾
の

概
念
に

と
っ

て

本
質
的
で

あ

り
､

ウ
エ

ー

バ

ー

町

理

念

型

も

既
に

価
値
か

ら

の

自
由
が

力
説
せ

ら

れ

て

い

る

(

W
e

b
e

→
い

D
e

l

控
日
β

(

訂
1

ご

≦
1

の

ユ
f

H

¢

臣
e
i

t

｡

.

(

訂
→

苔
N

6
.

】

0

巴
害
F
e

n

戸
口
d

か

打
○

ロ
0

日

軒
F
昨

日

弓
-

宗
e

β

胃
オ

巳
t

e

P

P
O

g
O
∽

-

出
d

.

く
H
H

.

∽
.

毒
1

怒
)

｡

経
験
科
学
的
認
識
は

一

般
に

没
価

値
的
で

あ

る

が
､

社
会
科

学
は

勿
論
そ

う
で

あ

り
､

歴

史
学
と

雄
も

価
値
的
で

あ

る

こ

と

は

許
さ

れ

な
い

｡

個
性
と

は

そ

の

も

の

の

特
質
で

は

あ
っ

て

も

必

ず

し

も

そ

れ

の

価
値
で

は

な

か
っ

た
｡

た

と
え
一

歩
を

譲
っ

て

西
南

学
派
の

如
く

歴
史
学
を

価
値
に

関
係
し

て

事
物
を

把
握
す
る

学
問

で

あ

る

と

し
て

も
､

価

値
に

関
係
す
る

こ

と
(

要
1

e

ユ
b
e

写
的
¢

n
F
e

芹
)

は

必

ず
し

も

価
値
の

学
で

あ

る

と

は

い

え

な
い

｡

例
え

ば

近

代
の

資
本
主

義
社

会
は
か

つ

て

の

封
建
的

社

会
に

ま
さ

り

て

価
値
あ

る

も
の

セ
あ

る

か
｡

歴
史
は

劣
れ

る

も

の

か

ら

優
れ

た

も

の

に

発
展

す

る

こ

と
が

必

然
で

あ

る

か
｡

後
代
は

定
め
て

先

代
よ

り
も

優
越

し

た

も
の

で

あ

る

か
｡

そ

う
で

は

な

く

て

却
っ

て

末
世

観
や

終
末

観
に

於
い

て

見
ら

れ
る

よ

う
に

､

歴

史
は

時

間
と

共
に

堕
落
の
一

8 9

+



一 橋論 叢 第 六 十 巷 第 二 号 ( 8 )

途
を

た

ど

る

も

の

と

さ

え

主

張
せ

ら

れ

た
｡

科

学
的
歴

史
学
は

そ

の

よ

う
な

発
展
と
か

堕
落
の

思
想
に

関
わ

り

な

く
､

そ
れ

ぞ

れ
の

時
代
に

於
い

て

そ

れ

ぞ
れ

の

体

制
と

類
型

と

を

摘
発
し

､

そ

れ

ぞ

れ

の

個
性
を

明

定

す
る

も

の

で

あ

る

ぺ

き

で

は

な
い

か
｡

社
会
学
に

於
い

て

多
く
の

社
会
制
度
が

没

価
値
的

に

比

較
せ

ら
れ

商
量
せ

ら

れ

る

よ

う
に

､

歴
史
学
に

於
い

て

も

時

代
の

流
れ

に

出
没

す
る

そ

れ

ぞ

れ

の

社

会
状
勢
が

没
価

値
的
に

叙

遜
せ

ら

れ

ね

ば

な

ら

な
い

｡

類
型
の

研

究
は

時
間
的
に

も

空

間
的

に

も

没
価
値
的
で

な

け

れ

ば

な

ら
な
い

｡

類
型
と

は

多
く
の

可
能

的
存
在
が

一

つ

の

形

態
と
し

て

構
想
せ

ら

れ

た

も
の

で

あ
っ

て

必

ず
し

も
こ

れ

ら
の

典
型
と
し

て

理

想
化
せ

ら

れ
､

価
値
づ

け

ら
れ

た

も

の

で

は

な
か

っ

た
｡

よ

く
云

わ

れ

る

よ

う
に

類
型

と

は

｢

問

い

か

け
の

観
点
の

財
産
目

録
+

で

あ
っ

て
､

必

ず
し

も
そ

れ

に

よ

っ

て

そ
の

人
の

富
(

産
済
的
価
値
)

を

拍
模
す
る

も
の

で

は

な

か

っ

た

の

で

あ
る

｡

歴
史
学
は

社
会
又
は

国
家
の

個
々

の

事
実
を

せ

ん

さ

く

す
る

も

の

で

な

く
､

時
間
の

流
れ

に

於
い

て

の

種
々

な
る

類
型
を

究
明

す

る

も
の

で

あ

り
､

社
会
学
は

種
々

な
る

社
会
又
は

個
人
の

間
に

汎

通

す
る

法
則
を

定
立

せ

ん

と

す

る

も
の

で

は

な

く
し

で
､

此

等
の

中
に

行
わ

れ

る

様
々

な

類
型
を

明

菜
す

る

も
の

で

あ
る

と

す

る

な

ら

ば
､

こ

の

二

つ

の

草
間
は

｢

類
型
+

を

研

究
の

対

象
と

す

る

点

に

於
い

て
一

致
し

､

ま

た

そ

れ

に

よ

っ

て

こ

の

二

つ

の

学
問
を

近

接
せ

し

め

よ

う
と

し

た

の

が

ウ

ェ

ー

バ

ー

の

仕
事
で

あ

る
｡

類
型

が

彼
に

と
っ

て

如
何
に

主
要
な

概
念
で

あ

る

か

ほ

こ

の

点
か

ら

し

て

も

明
ら

か

な

ら

し

め

得
る

で

あ

ろ

う
｡

し

か

し

ウ
ェ

ー

バ

ー

の

類
型
は

没

価
値
的
で

あ
り

､

た

と

え

価
値
に

関
係
せ

し

め

ら

れ

て

い

て

も
､

そ

れ

自
ら

は

価
値
的
で

は

あ

り

得
な
い

｡

様
々

な
る

類

型
は

そ

れ

ぞ

れ

の

社
会
に

於
い

て

あ

り
､

そ

れ

ぞ

れ

の

時
代
に

於

い

て

成
立
っ

て

い

る
｡

そ

れ

ら

を

そ

れ

ぞ

れ

な
る

型

態
と

位
置
と

に

於
い

て

さ

な
が

ら
に

描
出
す
る

こ

と

が

類
型

学
の

仕

事
で

あ
っ

て

そ
の

間
に

価
値
の

優
劣
は

な
い

､

一

を

と
っ

て

他
を

捨
て

る

こ

と

は

勿
論

､

他
を

あ

げ
て

一

を

庇
す

る

こ

と

も

許
さ

れ

な
い

｡

実

践
の

世

界
に

於
い

て

は

こ

の

こ

と

ほ

屡
々

行
わ

れ

る

が
､

学
問
の

研

究
と
し

て

は

類
塾
の

成
立

は

そ

れ

ぞ

れ

の

境
位
に

於
い

て

平

等

で

あ

り

没

価
値
的
で

な

け

れ

ば

な

ら
ぬ

｡

し

か

し

そ

の

よ

う
な

類

型
が

そ

れ

ぞ

れ

の

社

会
及

び

時
代
に

あ
っ

た

と
い

う
だ

け

で

ほ

果

し
て

学
問
の

体

系
を

な

し

得
る

で

あ

ろ

う
か

｡

社

会
学
は

法

則
定

立
の

学
で

は

な

く

と

も
､

何
ら
か

の

体
系
な

し

に

は

学

問
と

ほ

な



り

得
ぬ

｡

歴
史
学
は

た
だ

徒
ら

に

種
々

な

る

顆
型
の

時
間
的
推
移

に

す
ぎ

な
い

も
の

で

あ
る

か
｡

歴
史
に

は

何
ら
か

の

意
味
に

お

け

る

｢

発
展
+

の

概

念
が

な

け

れ

ば

な

ら

ぬ
｡

発
展
の

な

き

と
こ

ろ

に

は

堕
落
の

思
想
も

代
っ

て

要
求
せ

ら

れ

得
ぬ

筈
で

あ

る
｡

ウ
エ

ー

バ

ー

ほ
こ

れ

を

没
価

値
と

し
て

把
握
し

た

が
､

そ

れ

は

価
値
概

念
か

ら
は

自
由
で

あ
っ

て

も
(

弓
仲

ユ
汀
巴
)

な

お

何
か

の

統
一

概
念

な
し

に

は

社
会
学
の

成
立

は

不

可

能
で

あ

り
､

歴
史
学
も

至

難
で

あ
る

と
い

わ
ね

ば

な

ら

ぬ

で

あ

ろ

う
｡

そ

し
て

こ

の

原
理

を

明

ら

か

に

す
る

も
の

と

し

て
､

我
々

は

改
め
て

｢

意
味
+

の

概
念
を

捷

示

し

た
い

と

思
う

｡

社
会
又

は

歴

史
の

類
型
を

支
配
す
る

も
の

は

価
値
で

は

な

く
､

意
味
で

あ

る

と

考
え

た
い

と

息
う

｡

従

来
こ

の

二

つ

の

概
念
は

混
同
せ

ら
れ

､

乃

至
は

同
一

視
せ

ら
れ

た

が
､

顆
型

を

価
値
と

考
え
る

か

意
味
と

と
ら

え

る

か

に

よ
っ

て

大
な
る

径
庭

の

生

ず
る

こ

と

を

深
く

思
わ
ね

ば

な
ら

な
い

｡

類
型
は

没
価
値
的

で

あ
っ

て

も

没

意
味
的
又
は

無
意
味
的
な

も
の

で

あ
っ

て

は

な

ら

型

ぬ
｡

類
型

に

は

価
値
の

差
別
ほ
な

い

に

し

て

も

意
味
の

区

別

は

厳

絹

と
し

て

あ

ら
ね

ば

な

ら

ぬ
｡

香
そ

れ
な

し

に

は

類
型
の

何
た

る

か

摺

ほ

恩

択
し

得
ら

れ

ぬ

の

で

あ

る
｡

類
型
は

価
値
を

も
っ

て

い

な

く

｢
ば

も

そ

れ

ぞ

れ

に

そ

れ

自
ら
の

意
味
を

も
っ

て

い

る
｡

こ

の

｢

意

+

に

よ
っ

て

様
々

な

る

類
型
は

散
捜
を

免
れ

て
一

つ

の

体
系
を

も

ち
､

そ

し

て

学
問
的

構
成
を

得
る

に

到
る

の

で

あ

る
｡

ウ
ェ

ー

バ

ー

が

社

会
学
を

以

て

理

解
学
(

く
e

諾
t

巾

F
e

β
d
O

弓
訂
旨
β

苦

訂
許
)

と

し

た
の

も
､

意
味
は

理

解
せ

ら

る
ぺ

き
で

あ

っ

て

も

必

ず
し

も

評
価
せ

ら

る
べ

き
も

の

で

な
い

こ

と

を

語
っ

て

い

な
い

か
｡

類
型

は

意
味
の

関
連
に

よ

っ

て

の

み
一

つ

の

体

系
を

も
つ

こ

と

が

で

き

る

か

ら

で

あ
る

｡

様
々

な

類
型
が

互
に

関
聯
し

､

一

つ

の

類
型
が

前
後
の

そ

れ

ら

と

発
展
史
的
に

関
連
す
る

の

も

専
ら

意
味
の

統
一

に

よ

っ

て

で

あ
っ

た
｡

こ

の

統
一

な
し

に

は

個
物
は

勿
論
類
型
と

い

え

ど
も

た

だ

散
漫
と

な

り

単
に

偶
発
的
と

な

ら

ざ

る

を

得
な
い

で

あ

ろ

う
｡

こ

こ

に

於
い

て

我
々

は

｢

階
型
+

の

概
念
を

導
入

せ

ね

ば

な

ら

な
い

｡

階
型
は

類
型
と

必

ず
し

も

同
一

で

は

な
い

｡

第
一

に

階
型

は

｢

意
味
+

に

基
き

､

.

類
型
は

｢

価
値
+

に

関
連
し
て

と

ら

え

ら

れ

た

も
の

で

あ

る
｡

薪
型
は

散

漫
で

あ

る

が

階
型
は

意
味
の

階
層

に

よ
■

つ

て

つ

ら

な
っ

て

い

る
｡

そ

れ

は

単
に

上

下
の

階
日

周

で

あ

る

の

で

ほ

な

く
､

上
は

下
を

越
え

且
つ

こ

れ

を

包
ん

で

い

る
｡

重

層

の

建
築
ほ

階
段
的
で

は
あ

っ

て

も
こ

の

包
越
の

関
係
は

な
い

｡

階

型
は

リ

ア

ル

な

重

層
で

は

な

く
､

意
味
の

階
型
で

あ

る

ぺ

き
で

あ

る
｡

例
え

ば

資
本
主
義
は

近

代
の

経
済
社

会
の

一

つ

の

類
型
で

は

あ

る

が
､

そ

れ

は

歴

史
の

発
展
に

於
い

て

如
何
な

る

意

味
を

有
す

如
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る

か
｡

そ

れ

は

単
な
る

時
空

的
位
置
で

は

な

く

ま

さ

に
一

つ

の

意

味
的
位
地

で

あ

る
｡

単
な

る

望
P
t

N

で

は

な
く
+

つ

の

○

ユ
(

境

位
)

で

あ

り
､

そ

れ

に

よ
っ

て

○
ユ
e

ロ
t

邑
i

O

ロ
(

位
地
づ
.
け
)

の

行

わ
る

ぺ

き

拠
点
又

ほ

起
点
を

な

す
の

で

あ
る

｡

概
念
も

種
々

な

る

内

包
を
ふ

く
む

が
､

そ

れ

と

は

別
に

意
味
は

個
物
を

包
越
し

て

い

る
｡

■
個
物
と
ほ

た

だ

他
と

異
る

の

み

で

な

く
､

自
他
の

区

別
を

可

能
な

ら

し

む
る

上

位
の

｢

意
味
+

に

於
い

て

包

ま

れ
る

も
の

で

な

け

れ

ば

な

ら
ぬ

｡

一

言
に

し

て

い

え

ば

理

念
型

ほ

単
に

並

列
的
に

し

て

互
に

無
関
係
な

個
物
で

ほ
な

く
し

て

階
層
的
に

関

連
す
る

も

の
､

即
ち

階
型

で

な

け

れ

ば

な

ら
ぬ

｡

.
ウ
ー

ー

パ

r

に

ほ

類
型

は

あ
っ

た

が

未
だ

階
型
の

思
想

は

な
か

っ

た
｡

そ

れ

故
に

彼
の

顆
型

は

散
乱
し

て

無
統

∵
に
一
路
ら

ざ
る

を

得
.
な
か

っ

た

の

で

あ

る
｡

階
塑
に

よ

っ

て

歴
史
は

徒
ら
に

類
型
の

移

動
で

ほ

な

く
､

発
展

の

(

又
は

堕
落
の
)

思
想
に

統
一

せ

ら

れ

得
る

で

あ
ろ

う
｡

社
会

lも

亦
藷

処
に

散
在
す
る

文

化
の

羅
列
で

は

な

く
し

て

世
界
的
統

一

に

参
与

す
る

こ

と
が

で

き
る

の
㌧

で

あ

る
｡

例
え
/

ば
カ

ッ

ト

の

哲
学

は
ド

イ

ツ

観
念
論
の

一

つ

の

類
型
で

あ

る

が
､

そ

れ

が

如
何
な
る

も

の

で

あ

る

か

は
､

単
に

｢

純
理

批
判
+

を

読
む
こ

と

に

よ
っ

▲て

で

は

な

く
､

彼
の

批
判
哲
学
が

一

般
に

人

類
の

思
想
の

歴
史
の

中

に

あ
っ

て

如
何
な

る

意
味
を

も
つ

か
､

哲
学
史
上

知
何
な

る

位
置

に

あ

る

か

を

理

解
す
る

こ

と

に

よ
っ

て

初
め
て

把
握
し

得
ら

れ

る

朋

ヽ

ヽ

で

あ

ろ

う
｡

こ

の

全

体
に

於
け

る

個

物
の

意
味
な

し
に

は

如
何
な

る

思
想
も

真
に

理

解
せ

ら
れ

た

と

は

云

え

な
い

｡

そ

れ

は

思
想
の

類
型
で

は

な
く

､

歴

史
に

お

け
る

一

つ

の

階
塑
で

な

け

れ

ば

な

ら

ぬ
｡

与
れ

は
一

種
の

0

臣
2 .

賢
か

な

問
題
で

あ

る
｡

.

オ

ズ

イ
ス

テ

イ

ク

と
ほ

社
会
的
慣
行
や

教
会

､

聖
典
の

律
法
な
ど

に

潤
し

て

道
徳

問

題
を

解
決
し

ょ

う
と

す
る

も
の

で

あ

る

が
､

い

わ
ば

そ
れ

は

道

徳
法
の

演
繹
で

あ

り
､

一

つ

の

行
為
に

対

す

る

疑
問
又

は

評
価
を

教
会
又

は

慣
習
法
等
の

権
威
に

よ

っ

て

決
せ

ん

と

す
る

も
の

で

あ

る
■｡

我
々

は

も

と

よ

ウ

ニ

の

よ

う
な

権
威
に

よ
っ

て

日

常
の

行
為

を

律
す
る
･こ

と

は

勿
論

､

そ

れ

ら
を

把
握
し

理

解
す

る

こ

と

も
で

き

な
い

､

我
々

に

と
っ

て

は

専
ら

世
界
史
的
な

意
味
に

於
い

て
. 一

つ

の

出
来
事
を

把

握
し

世

界
国

家
に

於
い

て

そ

れ

ぞ

れ

の

社
会
的

類
型

を

理

解
せ

ん

と

す

る

外
に

ほ

な

か
っ

た
｡

の

監
戸

訂
t

→

叫

は

恐

ら

く

臣
仁

匡
.
か

ら

由
来
す
る

の

で

あ
ろ

う
が

､

■

因

果
の

法
則
も

自
然
科
学
に

於
い

て

の
.
如
く

単
に

力
学
的
に

で

ほ

な

く
､

む
し

ろ

意
味
的

帰
属
と
し

て

把
握
す
る

と
こ

ろ
に

文
化

科
学
の

原
理

と

な

り

う
る

で

あ

ろ

う
｡

個
別

的
因
果
性
の

問
題
も

恐
ら

く
こ

れ

を

外

に

し

て

は

解
決
し

得
ら
る

ぺ

く

も

な
い

で

あ

ろ

う
｡

因
果
性
と
は

意
味
の

帰
属
的
関
係
に

外
な

ら

な
か

っ

た
｡
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以

上
に

よ
っ

て

我
々

は

ウ
ェ

ー
バ

ー

の

理

念
型
又
は

類
型
の

概

念
に

慄
ら

ず
し
て

ま
さ

に

階
型
の

思
想
に

移
ら

ね

ば

な

ら
ぬ

こ

と

を

主

張
せ

ん

と

す
る

も
の

で

あ

る
｡

,
し

か

ら

ば

階
型

と
ほ

果
し

て

何
で

あ

る

か
､

我
々

ほ
こ

の

主
要
問
題
に

対
し

て

答
う
ぺ

き
･
責
任

を

有
す
る

も
の

で

あ

る

が
､

･
そ

れ

ほ

拙
著
｢

意
味
の

形
而
上

学
+

第
十
二

幸
､

弟
十
三

革
に

詳
.
諭
せ

ら
れ
.

て

い

る

か

ら
こ

こ

に

は

述

べ

な

い
､

山

就
い

て

見
ら

れ

た

く

思

う
｡

階
型
の

何
で

あ
る

か

ほ

論
じ

な
い

と

し

て
､

こ

こ

に

ほ

実
例
と

し
て

､

訂

■-
ロ

グ

パ

の

学
問
と

東
洋
の

思
想
と

の

異
同
と

関
係
と

を
一

瞥
し

て

お

こ

う
.｡

具
体
的
に

は
ギ

リ

シ

ア

に

起
っ

た

哲
学
と

イ
ン

ド

に

栄
え

た

大

乗
仏
教
と
の

関
係
で

あ
る

が
､

.
地

域
と

歴
史

と
に

よ
っ

て

こ

の
･
二

つ

の

思
想
潮

流
が

棲
め
て

別

異
な

発
達
を

と

げ

た

こ

と

は

誰
の

目
に

も

明
ら

か

で

あ

ろ

う
｡

世

界
の

文
化
が

何

処
に

発
祥
し
た

か

は
不

明
で

あ

る

が
､

ア

ー

リ

ア

ン

人
の

文
化
が

一

方
に

ギ

リ

シ

ア

か

ら

イ
タ

リ

ア
､

欧

州
本
土

､

イ
ギ

リ

ス
､

ア

メ

リ

カ

に

発
達
し

､

他
方
に

ガ

ン

デ

ス

の

流
を

中
心

と

し

て

イ
ン

ド

に

起
り

､

支

部
､

日

本
に

延

長
し

て

そ

れ

ぞ

れ

特
異
な

類
型
を

構
成
し

た

が
､

し

か

し

西
洋
人
も

東
洋
人
も

均
し

く

人

間
で

あ

る

か

ら

に

は
.､

ど
こ
.
か

に

共

通
し

た

点
が

な

け

れ

ば

な

ら
ぬ

｡

思
想

の

歴
史
は

風
土
と

歴

史
に

よ
っ

て

そ

れ

ぞ

れ

に

異
っ

た

発
達
を

な

し

た
■
が

､

共
に

人

間
の

思
想
で

あ

る

か

ら
に

は

根

本
的
に

は
一

つ
･

の

麻
理

だ

よ
っ

す

上
且

か

れ

て

い

る

ぺ

き

筈
で

あ

る
｡

そ
ゝ

ナ

考
え

る

の

が

類
型

と

は

区

別
.
き

れ

た

階
型
の

思

憩
で

あ

る

が
､

例
え

ば
ア

リ

ス

ト

テ

レ
.
ス

に

よ
っ

･
て

基
礎
を
お

か

れ

た

ギ

リ

シ

ア

の

論
理

と

龍
樹
に

よ
っ

て

大
成
せ

ら

れ

た

イ
ン

ド

の

論
理

と

は

先

ず
如
何

な

る

区
別
に

於
い

て

あ
る

の

で

あ

ろ

う
か

｡

人

間
の

思
想
の

歴

史
は
三

つ

の

原
則
に

よ

っ

て

支
配
せ

ら

れ

て

い

る
｡

恰
も

物
質
の

世

界
が
.
ニ

ュ

ー

ト

ン

の

運
動
の

三

法
則
に

よ

っ

て

支
配
せ

ら

れ

て

い

る

の

と

同
様
に

｡

そ

の

尭
一

は

同
一

性
の

原
理

(

吋
ユ

g
甘

計
→

一

計
皇

-

荘
t

)

で

あ

り
､

第
二

は

矛

盾

律

(

仏

巴
N

計
敬

司
琵
e

誌
勺

2
q

F
切

)

で

あ

り
､

第
三

は

排
中
律
一

(

∽

邑
N

計
切

p

一
切

g
①

胃

E
O

訟
空
P
¢
ロ

.
ロ
r

芹
t

e

已

で

あ

る
｡

同
一

律
は

如
何

に

し

て

発
見
せ

ら
れ

た

か
｡

ソ

ク

ラ

テ

ス

以

前
の

ギ

㌢

シ

ア

哲

学

は

所
謂
自
然
学
で

あ

り
､

そ
れ

は

自
然
の

何
た
る

か

を

探
求
し

て
､

或
は

水
で

あ

り
､

或
は

火
で

あ

り
､

或
は

空

気
で

あ

り
､

■
さ

ら
に

こ

れ

ら
の

四

元

を

集
成
し

た

も

の

で

あ

る

と

考
え

ら
れ

た
｡

し

か

し

宇
宙
の

根
元

は

こ

れ

ら
の

す
ぺ

て

を

尽
し

て

さ

ら
に

根
漁
的
な

る

も

の

で

な

け

れ

ば

な

ら
ぬ

｡

{

日

然
学
者
は

事
物
を

自
然
的
な

或

甜

+



｢
‾

一 橋 論叢 弟六 十 巷 第 二 号 ( 1 2 )

る

も

の

と

し

て

把
握
し

た
が

､

そ

れ

は

未
だ

幼
稚
で

あ

り

常
識
的

た
る

を

免
れ

な
い

｡

学
問
的
に

は

さ

ら
に

こ

れ

ら
の

事
物
を

分

析

し
て

遂
に

分
つ

ぺ

か

ら

ざ

る

も
の

に

到
ら
ね

ば

な

ら

ぬ
｡

ア

ト

ム

と
ほ

即

ち
こ

の

不

可
分
な

要

素
(

邑
0

日
=
P

＋
t

e

日
日

告

を
い

う

の

で

あ
る

｡

そ

れ

ほ

デ
モ

ク

リ

ト

ス

等
の

ア

ト

ミ

ス

テ

ン

の

主
額

で

あ
っ

た
｡

し

か

し

ア

ト

ム

と

い

え

ど

も

未
だ

徹

底
し

た

在

寮

的

事

物

(

p

言
オ
か
)

で

は

な

く
､

凡

ゆ
る

事
物
を

通
し

て

凡

て

に

つ

い

て

い

え

る

こ

と

は

そ

れ

が

と
に

か

く

或
る

も

の

で

あ

る

と
い

う
こ

と

で

あ
る

｡

そ

し

て

或
る

も
の

と

は

即
ち

有
る

も

の

で

な

け

れ

ば

な

ら

ぬ
｡

即
ち

存
在
で

な

け

れ

は

な

ら

な
い

｡

西
洋
哲
学
に

放
い

で

常

に

中

心

的
位

置
を

占
め
た

｢

存
在
+

の

概
念
は

か

く
し

て

発
見
せ

ら

れ
､

そ

し
て

こ

の

よ

う
に

し

て

確
立

せ

ら

れ

た
の

で

あ
る

｡

そ

れ

は

エ

レ

ア

の

パ

ル

メ

ェ

デ
ス

の

功
演
で

あ

る

の

み

で

な

く
､

び

ろ

く
ギ

リ

シ

ア

人
の

偉
大
な
る

発
見
の

一

つ

で

あ

ろ

う
｡

さ

て

然
ら
ば

｢

存
在
+

と

ほ

何
で

あ
る

か
､

｢

存

在
+

と

ほ

果

し
て

ど

う
い

う

も
の

で

あ

る

か
｡

こ

の

間
い

に

答
え

て
パ

ル

メ
ェ

デ
ス

は

｢

存
在
と

ほ

存
在
で

あ

る
+

と
い

っ

た

と

い

う
｡

世
に

こ

れ

ほ

ど

自
明

的
な

も
の

は

な

く
､

余
り
に

自
明
で

あ
る

が

故
に

殆

ん

ど

何
も
の

を

も

語
っ

て

い

な
い

｡

人
は

こ

の

ょ

う
に

答
え

ら
れ

て

も

却
っ

て

愚

弄
せ

ら
れ

た

と

し

か

感
じ
な
い

で

あ

ろ

う
｡

し
か

舶

し

こ

れ

は

単
な

る

戯
言
で

も

な

く
､

遁
辞
で

も

な

く
､

況
や

愚
弄

で

は

な

か

り

た
｡

｢

存
在
は

存
在
で

あ

る
+

と

は

｢

A

ほ

A

で

あ

る
+

と

い

う
こ

と

で

あ

り
､

同
一

律
の

発
見
で

さ

え

あ
っ

た
｡

パ

ル

メ

ェ

デ
ス

は

多
く
の

自
然
哲
学
者
の

間
に

あ
っ

て

初
め

て

｢

存

在
+

の

概
念
を

発
見
し
た

の

み

で

な

く
､

論
理
の

第
一

原
則
を

確

立

し

た

人

で

あ
っ

た
の

で

あ
る

｡

彼
の

弟

子

ヅ
ユ

ノ

ン

は

こ

の

原
則
か

ら

さ

ら

に

｢

存
在
は

同
時
に

存
在

し

な

い

も

の

で

は

な

い
+

と
い

う

第
二

の

矛
盾
律
を

演
繹
し

た
｡

そ

れ

は

ま

さ

し

く

同

一

律
の

反
転
で

あ
っ

て

そ
こ

か

ら

直
接
に

で

て

く
る

も
の

で

あ
る

｡

ヅ
ェ

ノ

ン

は
パ

ル

メ

ェ

テ

ス

の

直
接
に

し

て

忠
実
な

る

弟
子

で

あ

っ

て
､

単
な

る

詭
弁
論
者
で

ほ

な
か

っ

た

の

で

あ

る
｡

第
三

の

排

中

律
は

何
人
に

よ
っ

て

発
見
せ

ら

れ

た
か

ほ

不

明
で

あ

る

が
､

既

に

ア

リ

ス

ト

テ

レ

ス

に

よ

っ

て

引

用
せ

ら

れ
て

い

る

か

ら
､

こ

の

時
代
に

第
三

の

法
則
と

し
て

確
認
せ

ら

れ

て

い

た

こ

と

ほ

確
か

で

あ

る
｡

こ

れ

ら
の

三

つ

の

漁
則
は

実
は

一

つ

の

原
理

か

ら

導
出
せ

ら

れ
た

も
の

で

あ

り
､

そ

の

根
本
は

同
-

律
に

あ

る

の

で

あ

る

か

ら

｢

存
在
ほ

存
在
で

あ

る
+

と
い

う

答
え

の

無
意
義
で

な
い

こ

と

は

勿
論

､

決
し

て

不

必

要
な

も
の

で

な
い

こ

と

が

い

よ
い

よ

明

ら

か

と

な

る

で

あ

ろ

う
｡

三

迭
則
は

ア

リ

ス

ト

テ

レ

ス

に

よ
っ

て

集
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成
せ

ら
れ

､

永
く

形
式
論
理
の

三

原
則
と

し
て

人

間
の

思
想
を

支

配
す
る

こ

と
と

な
っ

た
｡

と
こ

ろ
が

私
の

見
る

と
こ

ろ
で

ほ
､

西
洋
の

古
代
か

ら

近

世
､

現

代
に

い

た

る

長
き

思
想
の

歴
史
ほ
こ

の

三

原
則
を

批
判
し

乃
至

は

逆
転
す
る

こ

と

に

よ
っ

て

展
開
せ

ら

れ

た
｡

西

洋
に

於
い

て

何

ら

か

新
し
い

哲
学
を

樹
立
し

た

人

は
こ

の

三

法
則
の

破
壊
を

企
て

た

人
々

で

あ
る

と

い

え

な
い

か

と

思
う
の

で

あ

る
｡

第
一

に

カ

ン

ト

の

哲
学
は

明

ら
か

に

同
一

律
の

批
判
か

ら

出
発
し

た
｡

同
一

律

は

明

噺
に

し
て

確
実
で

は

あ
る

が
､

必

ず
し

も

真
理
で

は

な
い

｡

A

は

A

で

あ

る

と
い

っ

て

も
､

A

の

何
た

る

か

は

少

し

も

知
り

得

滋
い

｡

知
識
は

単
に

A

の

概
念
を

分

析
す
る

こ

と

に

よ
っ

て

で

は

な

く
､

与
え

ら

れ

た

経
験
に

よ
っ

て

綜
合
せ

ら

れ

る

こ

と

を

要
す

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

る
｡

知
識
ほ

単
に

必

然
で

あ

る

の

み

で

な

く
､

十

分
で

な

け

れ

ば

な

ら
ぬ

｡

必

然
に

し

て

十
分

な
る

知
識
は

､

綜
合
判
断
に

よ
っ

て

の

み

可

能
で

あ

る
｡

そ

こ

に

カ

ン

ト

の

先

験
的
論
理

学
(

ゴ
P

巳
･

金

星
e

日

邑
e

H

b
粥

i

打
)

が

成

立

し
､

ア

ワ

ス

ト

テ

レ

ス

以

来
十
八

世
紀
に

到
る

ま
で

何
の

進
歩
も

な

か
っ

た

(

と

カ

ン

ト

は
い

う
)

論
理

学
が

改
め
て

新
し

く

打
ち
立

て

ら

れ

た
の

で

あ
る

｡

そ

れ

は

就
中

同
一

律
の

不

充
実
性
を

指
摘
し

た

批
判
主

義
で

あ
っ

た
｡

カ

ン

ト

の

哲
学
が

内

き
打

払
払

巨

宏

と

い

わ
れ

る

の

も

こ

の

意

味
に

於
い

て

正

し

い
｡

と

こ

ろ

で

さ

ら

に

第
二

の

原
則
即
ち

矛

盾
律
を

逆
転
し

た

人
は

誰
で

あ
っ

た

か
､

そ

れ

は
ヘ

ー

ゲ
ル

で

あ

る
｡

彼

の

弁
証
法
論
理

は

ま

さ

に

第
二

の

迭

則
の

逆
転
で

あ
る

｡

矛
盾
律

は

存
在
と

非
存
在
と

は

同

時
に

成
立

し

な
い

と
い

う
原
則
で

あ

り
､

存
在
ほ

非
存
在
と

矛
盾
す
る

が

故
に

真
理
で

な
い

と
い

う
｡

然
る

に
ヘ

ー

ゲ
ル

に

と
っ

て

は

逆
に

矛
盾
が

あ

れ

ば
こ

そ

真
理
と

な
る

の

で

あ
っ

て
､

彼
の

論
理

は

矛
盾
を

排
斥
す
る

の

で

な

く
､

却
っ

て

之
を

許
容
し

乃

至
は

歓
迎
す
る

も
の

で

さ

え

あ
っ

た
｡

弁
証
法

の

何
た

る

か

を

並
に

詳
述
す
る

追
ほ

な
い

が
､

そ

れ

が

矛
盾
律
の

逆
転
で

あ

る

こ

と

だ

け
ほ

何
人

も

認
め

ざ

る

を

得
ぬ

で

あ

ろ

う
｡

さ

て

第
三

の

排
中
律
は

如
何
に

批
判
せ

ら

れ

又

は

逆
転
せ

ら

れ
る

か
｡

不

幸
に

し

て

私
ほ

こ

の

仕
事
を

遂
行
し

た

人

を

欧

州
の

思
想

界
に

見
出
す
こ

と
が

で

き

な
い

｡

論
理

学
は
ヘ

ー

ゲ
ル

に

よ

っ

て

完
成
せ

ら

れ
､

そ

れ

以

上
に

進
歩
す
る

余
地

が

な
い

と

考
え

る

ー

ー
ヘ

ー

ゲ
ル

は

そ

の

よ

う
に

考
え
て

い

た
-
-
-

こ

と

は

果
し
て

正

し
い

か
｡

も

し

そ

う
な

ら

ば
ヘ

ー

ゲ
ル

の

死
後
哲
学
は

跡
を

絶
っ

て

ー
ヘ

ー

ゲ
ル

は

そ

の

如
く

自
負
し

て

い

た

-
滅
尽

す
ぺ

き

で

あ
る

が
､

現

代
に

到
っ

て

も

尚
哲
学
が

亡

失
し

な
い

の

は

何

故

で

あ

ろ

う
か

｡

故
に

於
い

て

私
は

言
う

｡

こ

の

第
三

の

排
中
律
の

逆
転
は

西

洋

郎

+
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に

於
い

て

で

は

な

く
､

東
洋
に

於
い

て

!
正

確
に

は

イ
ン

F

の

大

乗
仏

教
に

於
い

て

就
中
龍
樹
(

当

為
p

エ
β
日
P
)

の

論
理
に

於
い

て

鮮
か

に

遂

行
せ

ら

れ

て

い

る
､

そ

れ

が

東
洋
の

息
憩
を

西
洋
の

そ

れ

か

ち

鮮
明
に

区

別

す
る

所
以
の

も
の

で

あ

る
､

と

い

え

な
い

だ

ろ

う
か

｡

さ

て

排
中

律
を

逆
転
す
る

と

き

は

如
何
な
る

形
態
の

論

理

的

思
惟
が

生

ず
る

か
｡

排
中
律
は

A

で

あ

る

か

非
A

で

あ

る

か

の

執
れ

か

で

あ
っ

て

そ

の

外
に

第
三

の

も
の

を

許
容
し

な
い

と

い

う
こ

と

で

あ

る

が
､

こ

れ

を

反

転
す
れ

ば

｢

A

で

も

な

く

非
A

で

も
な

い
+

と
い

う
思

惟
形
式
が

得
ら
れ

る
｡

そ

し

て

龍
樹
の

論
法

は

こ

れ

を

徹
底
し

た

も
の

で

あ
っ

た
｡

｢

中
論
+

(

守
p

担
ロ
ロ
p
H

声
血

知

日
即

日
p

買
掛

中
F

篭
r

月
首
慧

-

ユ
t

t

首
)

の

初
頭
に

は

｢

不

滅
､

不

生
､

木

断
､

不

常
､

不
一

､

不

具
､

不

来
､

不

去
+

と
い

う

第
一

偶
が

か

か

げ

ら

れ

て

い

る
｡

そ

れ

は

明

ら
か

に

生

滅
､

断
常

､

一

異
､

去
来
に

つ

い

て

凡
て

を

否
定
し

去
っ

た

も
の

で

あ
る

｡

し
か

も

か

･

く
の

如
く

香
定
せ

ら

れ
る

の

ほ

単
に

と

の

四

項
に
･
限

ら
れ

た

の

で

一
は

な
い
｢

八

不
ほ

や

が

て

千

非
に

及

び
､

■
凡
て

の

存
在
と

事
象
に

つ

い

て

否
定
が

重

ね

ら
れ

る

の

で

あ

る
｡

龍
樹
は

何
故
に

こ

の

四

項
に

つ

い

て

否
定
を

断
じ
た

か
､

■
香
足
せ

ら

る
ぺ

き
ほ

必

ず
し

も

1
四

旬

義
の

み

で

な

く

諸

事
百

般
に

つ

い

て

で

な

け

れ

ば

な

ら
ぬ

｡

恰
も
ア

リ

ス

ト
こ
丁

レ

ス

の

範
疇
が

十

個
で

あ

り
､

し

か

も

論
拠
な

く
か

き

集
め

ら

れ

た

よ

う
に

∵

龍
樹
の

句

義
も
た

だ

無

限
の

存
在

を

四
つ

の

形
式
に

収
約
せ

ら
れ

た

も
の

に

す

ぎ
ぬ

で

も

あ
ろ

う
｡

こ

れ

ら

に

つ

い

て

否
定
せ

ら
れ

る

の

は
､

凡

ゆ

る

事
象
が

否
定
せ

ら
る

べ

き
こ

と

を

表
明

し

た

も

の

に

外
な

ち

ぬ
｡

そ

こ

か

ら

し
て

彼
の

思
想
は

徹
底
し

た

虚
無
主

義
(

考
r

巳
-

-

∽

日
)

と

し
て

誤

解
せ

ら

れ

る

の

で

あ

る

が
､

排
中
律
の

逆
転
は

単
に

こ

の

香
定
に

止

る

こ

と
が

で

き

な
い

｡

次
に

そ

し

て

主
と

し
て

重

要
な
こ

と

は

A

で

も

な

く

非
A

で

も
な

い

か

ら
七

て
､

A

で

も

あ

り

非
A

で

も

あ

る

と
い

う
こ

と
で

あ

る
｡

排
中
律
は

A

か

非
A

か

の

執
れ

か
一

つ

で

あ
っ

て

第
三

の

も
の

-
中
な

る

も
の

は

な
い

と
い

う
こ

と

で

あ

る

が
､

龍
樹
の

立

湯
は

中
な
る

も
の

が

あ

る

と
い

う
こ

と
で

あ
る

｡

即
ち

中
を

排
斥
す

る

の

で

は

な

く
､

中
を

容
れ

る

の

で

あ

る
｡

し

か

し
A

と

非
A

と
の

外
に

何
か

第
三

の

も
の

が

あ

る

と
い

う
の

は

依
然
と

し

て

排
中

律
の

許
容
し

得
な
い

点
で

あ

る
｡

龍
樹
の

中
ほ

そ

の

意
味
･
の

第
三

者
で

ほ

な

く
､

A

で

も

な

く

非
A

で

も

な
い

と

い

う
､

ま
さ

に

そ

の

こ

と

が

第
三

の

存
在
魅
を

表
明

す

る

所
以
を

な

し
て

い

る
｡

A

で

も

な

く

非
A

で

も
な
い

が

故
に

､

A

で

も

あ

り

非
A

で

も

あ

り

得
る

存
在
の

関
連
が

即
ち

中
的
な

も

の

で

あ

り
､

そ

れ

ほ

縁
起
と

し

て

把

握
せ

ら

れ

た
｡

縁
起
と

は

そ

の

よ

う

な

関

聯
に

あ
る

存
在
鰻
で

あ

り
､

或
は

こ

の

よ

う
な

関
聯
に

あ

る

存
在
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｢
い

魅
の

名
で

あ

る
ひ

そ

し
て

縁
起
を

観
る

鳥
の

ほ

即
ち

空
を

知
.
る

も

の

で

あ

る
. ｡

諸

法
を
か
卜
く
の

如
き

関
聯
に

於
い

て

把
握
す
る

も

の

は

即
ち

空

観
で

あ

り
､

.
大
乗
の

仏

徒
で

あ
っ

た
の

で

あ
.
る

｡

大

乗
仏

教
に

お
一
け
る

縁
起
の

思
想
を

詳
論
す

る
.
こ

と
は

今
は

■
そ
.

の

場
所
で

■
な
い

が
､

.
セ

与
る

だ

け

簡
単
に

そ

れ

を

素
描
し
て

置
こ

う
｡

阿

今
の

有
名
な
通

定
義
に

よ

れ

ば
､

縁
起
と

は

｢

此

あ
れ

ば

彼
あ

り

此

れ

生

ず
れ

ば

彼
生
ず
+

と
い

う
こ

と

で

あ

る
｡

そ

れ

は

単
な

る
一

つ

の

事
物
の

把
握
で

ほ

な

く
､

一

つ

の

も
の

と

他
■
の

も
■

の
■
上
の

関
聯
に

つ

い

て

の

認
識
で

あ

る
｡

中
と

は

物
に

あ

る

に

非

ず
し

て

物
上
物
と
の

関
聯
に

あ
る

｡

し

か

し

問
題
は

た

だ

こ

の

関

聯
に

あ

る

の

で

裾

な

く
､

如
何
な

る

関
聯
で

あ

る

か

に

あ

る
｡

事

物
と

事
物
と
の

関
聯
ほ

西

洋
思
想
に

於
い

て

は
､

主
と

し
て

因
果

の

関
係
と

し
て

せ

ら

え

ら
れ

た

が
､

イ

ン

ド

の

大

乗
仏
教
に

於
い

て

ほ

専
ち

縁
起
の

関

聯
と

し
て

把

握
せ

ら

れ

た
｡

仏
教
で

も

因
果

は

廣
々

語
ら

れ

た

が
､

そ

れ

ら
は

専
ら

縁
起
的
に

把
握
せ

ら

れ

た

こ

と

に

先

ず
注
意
せ

ら

れ

ね

ば

な

ら

な
い
■｡

･
し
か

ら

ば

因
果
と

縁
起

七

は

如
何
に

区

別
せ

ら

る
ぺ

き

で

あ

る

か
｡

因
果

関
係
は

原

因
か

ら

結
果
が

生

ず
る

こ

と

で

あ

り
､

こ

の

滴

者
に

必

然
的
又
は

蓋

然
的

関
係
の

あ

る

こ

と

を

明
ら

か

に

せ

ん

上

す
る

も

の

で

あ

る

が
､

因

果
関
係
の

第
一

の

特
色
は

原
因
と

結

果
と

を

逆
に

す
る

こ

と
が

で

き
ぬ

と
い

う
こ

と

で

あ

る
｡

子

は

父

母
か

ら

生
れ

る

が
､

父

母

は

子
か

ら

生
れ

は

し

な
い

｡

原
因
は

先

で

あ

り

結
果
は

後
で

あ
っ

て
､

結
果
か

ら
し

て

原
因
は

生

じ

は

し

な
い

｡

.
と

こ

ろ

が

縁
起
関

係
に

於
い

て

は

此
あ

る

が

故
に

彼
あ

る
∧

と

共
に

彼
あ
る

が

故
に

此

あ

る

の

で

あ

る
｡

彼
此

の

関
係
は

時
間

を

絶
し
て

同

時
に

生

起
し

得
る

｡

即
ち

可

逆
的
な

の

セ
あ

る
｡

こ

の

こ

と

は

龍
樹
の

弟
子

､

月
称
･(
C

巴
乙

⊇
吋
i

邑
)

と

清
弁
(

せ
F

㌣

≦
p

ま
d

d
打
P
)

と
の

論
争
に

よ
っ

て

も

明

ら
か

に

せ

ら
れ

得
る

で

あ

ろ

う
｡

縁
起
の

原
語
で

あ

る

勺

冒
t
州

t

当
P
･

芦
日

已
p

監
p

を

分

解
し

て

月

称
は

p

岩
手
毘
i

･

担
日

占
t

小

声
臣
P

と

し
e
t
i

と

は

行
く

義
で

あ

り

せ
→
p
t
-

は

至

る

の

義
で

あ
る

｡

夢
日

･

ま
態
P

臣
P

は

威
起
す
る

の
■

意
に

括
ら

く
｡

勺

⊇
t

芹
当
P

は

行
い

て

到
る

こ

と
で

あ
る

と
い

う
｡

と
こ

ろ
が

滑
弁
は

p
り

P
t
H

に

種
々

､

重

複
の

義
が

あ

り

と

し

て
､

縁
起
と

ほ

此
が

彼
に

行
き

到
っ

て

生

ず
る

の

み

で

な

く
､

彼
が

此

に

到
っ

て

生

ず
る

こ

と
､

即
ち
こ

の
･
関
係
が

重

複
し

て

(

折
返

し

て
)

生

ず
る

こ

と
∵

を

意
味
す
る

と

解
釈
し
た

｡

月

称
ほ

滑
弁
の

こ

の

解
釈
を

誤
と

し
て

批
難
す
る

の

で

あ
る

が

(

山
口

益

訳
､

月

林

道

中

静
釈

第
一

､

八

-
一

一

頁
参
周
)
､

私
は

む

し

ろ

清
弁
の

方

が

優

っ

て

い

る

の

で

は

な
い

か

と

思

う
｡

な
ぜ

な

ら
ば

縁
起
は

単
に

此

が

彼
に

到
る

の

み

で

な

く
､

同

時
に

翻
っ

て
.
彼
が

此
に

到
っ

て

交

L
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互
に

関
聯
す
べ

き

で

あ

る

か

ら
で

あ
る

｡

カ

ン

ト

的
に

い

え

ば

因

果
は

此
か

ら

彼
が

生

ず
る

単
一

方

向
で

あ
る

が
､

縁
起
は

そ

れ

と

同
時
に

彼
か

ら

此

に

い

た

る

交
互

的
関
係
(

W
窯
F

籍
-

ま
→

打
日
日
的
)

で

な

け
れ

ば
な

ら
ぬ

か

ら

で

あ

る
｡

縁
起
の

関
係
ほ

此
と

彼
と

の

交
互

的

関
係
で

あ
る

｡

此

は

彼
に

彼
ほ

此
に

関
係
し
て

-
単
に

関
係
す
る

の

み

で

な

く
､

観
待
し

て
(

P

官
打

喝
も

あ

り

且
つ

生

ず

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

る

が

故
に

そ

れ

ら
は

菅
に

相
対

的
で

あ

る

よ

り

も

相
待
的
で

な

け

れ

ば

な

ら

ぬ
｡

一

は

他

を

待
っ

て

生

じ
､

他
は

一

に

縁
り

て

生

ず

る

の

が

縁
起
の

兵
諦
で

あ

る
｡

I
こ

こ

か

ら
し

て

事
物
は

そ

れ

自
ち
に

あ

ら

ず
､

自
性
あ

る

も
の

で

な

く

自
体
な

き
こ

と

が

悟
ら

れ

ね

ば

な

ら
ぬ

｡

例
え

ば

因
果
の

関
係
に

し
て

も

因
が

あ
っ

て

そ

ヽ

ヽ

ヽ

れ

か

ら

果
が

生

ず
る

の

で

は

な

く
､

因
に

よ

り

て

果
が

生

ず
る

の

で

あ

る
｡

若
し

自
体
的
な

固
か

ら

自
体
的
な

果
が

生

ず
る

な

ら
ば

､

果
は

既
に

因
の

中
に

あ
る

か
､

因
の

中
に

な
い

か

の

執
れ

か

で

な

け

れ

ば

な

ら

ぬ
｡

し

か

る

に

因
中
に

既
に

臭
が

あ

る

な

ら

ば
､

既

に

あ
っ

た

も
の

が

果
と

し
て

現

わ
れ

る

だ

け

で

あ
っ

て

新
し
い

何

も

の

も

生

じ

な
い

｡

ま

た

因
中
に

臭
が

な

け
れ

ば
､

如
何
に

し
て

囲
か

ら

臭
が

生

ず
る

と
い

い

得
る

か
｡

因
果
は

自
生
に

非
ず
他
生

で

も
な

く
ま

た

自
他
生

で

も

な
い

｡

要
す
る

に

無
自
性
で

あ

り
､

即
ち

空
で

あ

る
｡

仏
教
の

空

と

か

無
と

か

は

無
自
性
空

を

意
味
す

る

の

で

あ
っ

て
､

単
な

る

無
(

何
も
の

も
な

い
)

を
い

う
の

で

ほ

朋

な

か

っ

た
｡

相

対
的

な

る

こ

と

-
正

し

く

は

相
待
的
な

る

こ

と

が

即

ち

空
で

あ

り

相
対
を

離
れ

て

絶
対

は

な
か

っ

た

の

で

あ

る
｡

有
を

無
視
し
て

無
が

あ

り

う
る

の

で

ほ

な

か
っ

た
の

で

あ

る
｡

も

し

そ

う
い

う
無
が

あ

り
と

す
れ

ば
､

そ

れ

は
一

つ

の

有
で

あ
っ

て

真
の

無
で

あ

る

こ

と
が

で

き

な
い

か

ら
で

あ

る
｡

大
乗

仏
教
の

教

理

は

多
端
で

あ

る

が
､

根
本
的
に

は

た

だ

こ

の
一

事
を

了

得
す

る

こ

と

に

か

か
っ

て

い

る
｡

し

き

り

に

因
果
が

説
か

れ

て

も
､

そ

れ

ほ

因
果
を

縁
起
に

転
廻

す

る

と
こ

ろ
に

教
学
の

骨
子
が

あ

る

の

で

あ
っ

て
､

そ

こ

に

イ

ン

ド

的
思

惟
が

西
洋
の

自
然
科
学
的
思
惟
と

根
本
的
に

異
る

所
以
の

も

の

が

あ

る

の

で

あ

る
｡

但
し
こ

の

縁
起
の

定
義
に

も

見
逃
す
べ

か

ら

ざ
る

混

同
が

あ

る

こ

と

を

私
は

指
摘
し
た

い
｡

そ

れ

は

｢

此

に

よ

り

て

彼
あ

り
､

此

生

ず
る

こ

と

に

ょ
っ

て

彼
生

ず
+

と

い

う
の

で

あ

る

が
､

こ

の

二

つ

の

立

言
は

必

ず
し

も

同
一

で

は

な
い

と

思

う
｡

こ

の

定
義
は

既

に

龍
樹
以

前
に

あ
っ

た

が

(

阿
含
に

於
い

て

定
説
せ

ら

れ

た

も
の

で

あ

ろ

う
)

､

龍
樹
で

さ

え

も

そ

こ

に

重

大
な

る

区

別
の

あ

る

こ

と

を

見
逃
し

て

い

る

の

で

は

な
い

か
｡

此

あ
る

に

よ
っ

て

彼
あ

る

こ

と

は

例
え

ば

短
あ

る

と

き

長
あ

る

が

如
し

と
い

う
｡

こ

の

関
係

は

論
理

的
関
係
で

あ

り
､

乃
至

は

概
念
的

関
係
で

も

あ
る

｡

兄
と
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は

弟
に

対

し
て

い

わ

れ

る

こ

と

で

あ
っ

て

弟
な

き
と

き
は

兄
も

な

い

で

あ

ろ

う
｡

し

か

し

父
母

が

あ
っ

て

子
が

生

れ

る

の

は

果
し

て

兄
弟
の

関
係
と

同
一

で

あ

る

か
｡

夫

婦
の

関
係
は

た

し
か

に

縁
生

で

あ

る

が
､

父

子
の

関
係
は

単
に

相
待
的
で

あ

る

と

は
い

え

ぬ
｡

一

般
に

仏
教
学
者
ほ

こ

の

二

つ

を

同
一

視
し
て

疑
わ

ぬ

よ

う
で

あ

る

が
､

私
は
こ

こ

に

重

要
な

混
同
が

あ

り

は

せ

ぬ

か

と

果
う

｡

そ

し

て

こ

こ

に

縁
起
と

因
果
と

を

峻
別
す
べ

き

理

由
が

あ

る

の

で

は

ヽ

ヽ

ヽ

な
い

か

と

思
う

｡

こ

の

こ

と

は

縁
起
の

よ

り

て

と
い

う
語
が

支
那

訳
に

於
い

て

種
々

に

-
｢

由
り

て
+

､

｢

従
っ

て
+

､

｢

依
り
て
+

等

々

と

訳
せ

ら

れ

て

い

る

こ

と

に

よ
っ

て

も

証
せ

ら

れ
る

で

あ

ろ

う
｡

こ

れ

ら

を
一

括
し
て

｢

縁
り

て
+

と

訳
せ

ら

れ

る

の

で

あ

ろ

う
が

､

｢

従
っ

て
+

と

｢

由
り
て

ほ
+

決
し

て

同
一

で

は

な

い
｡

｢

依
り

て
+

ほ

依
存
関
俵
で

あ
る

が

｢

従
っ

て
+

は

そ

れ

か

ら

出
て

く
る

こ

と

(

小

已
-

0

弓
)

を

意
味
す
る

の

で

あ
っ

て
､

全

く

別
様
な

関

係

で

な

け

れ

ば

な

ら
ぬ

｡

こ

れ

を

同
一

視
す
る

こ

と

は

許
さ

れ

ぬ

で

あ

ろ
､

フ
｡

こ

の

こ

と

ほ

さ

ら
に

無
着

､

世

親
の

唯
隷
教
学
に

於
い

て

も

顕

著
に

看
取
せ

ら

れ

得
る

で

あ

ろ

う
｡

縁
起
の

思
想
は

唯
隷
に

於
い

て

は

俵
個

性
と

し

て

把
握
せ

ら

れ

た

が

(

尤
汰

:
】

の

二

つ

が

同
一

で

あ

る

か

香
か

ほ

問
題
で

あ
る
)

､

兵
諦
訳
に

は

俵
個

性
と

し

て
､

玄
英
訳
で

は

依

他

起
性
と

し

て

漢
訳
せ

ら
れ

て

い

る
｡

仏
教
学
者

の

間
で

は

前
者
は

古
訳
で

あ

り

後
者
は

新
訳

と

し
て

か

た
づ

け

て

い

る

が
､

私
の

見
る

と
こ

ろ

で

は

縁
起
の

二

つ

の

意
味
が

両

者
の

訳
語
に

よ

っ

て

代
表
せ

ら

れ

て

い

る

の

で

は

な
い

だ

ろ

う
か

｡

我

国
に

於
い

て

も

字
井
博
士

は

真
帝
を

重

ん

じ
､

却
っ

て

玄
英
の

新

訳
を

却
け
て

い

る

よ

う
で

あ

る

が
､

私
か

ら

言
わ

す
れ

ば

両

者
が

共
に

縁
起
の

定
義
の

中
に

伏
在
し
て

い

る

の

で

ほ

な
い

か
｡

字
井

氏
は

十
二

縁
起
の

胎
生

的
解
釈
を

真
向
か

ら

排
斥
し

て

専
ら

論
理

的
解
釈
を

宜

記
せ

ら
れ

て

い

る

が

(

和
辻
氏

も
こ

れ

に

従

う
)

､

こ

の

両

者
の

解
釈
は

大

乗
仏
教
の

縁
起
の

定

義
の

中
に

共
に

ふ

く

ま

れ
て

い

る

の

で

は

な
い

か

思
う

｡

し
か

も
こ

の

よ

う
に

両

者
を

含
む

と
こ

ろ
に

縁
起
の

思
想
を

曖
昧
な

ら

し

む
る

理

由
が

あ

る

と

す
る

な

ら

ば
､

字
井
氏
の

如
く

専
ら

論
理

的
立

場
を

と

る

こ

と

は

一

面

的
で

あ
る

が
､

若
し

縁
起
を

因
果
関
係
か

ら

峻
別
し

ょ

う
と

す

る

な

ら

ば

字
井
氏
の

如
く

考
え

る

こ

と
が

至

当
で

あ

る

で

あ

ろ

1

フ
○

唯
識
説
の

依
他

性
に

つ

い

て

詳
論
す
る

こ

と
は

今
は

さ

し

び

か

え
る

が
､

以

上
に

よ
っ

て

イ
ン

ド
の

大

乗
仏
教
の

根
本

的
思
惟
が

何
に

あ

る

か

は

簡
示
せ

ら

れ

た

こ

と

と

思

う
｡

我
々

は
こ

こ

に

西

欧
の

思
想
と

全

く

別

異
な

一

■
つ

の

類
垂

を

見
る

の

で

あ

る
｡

し

か

9 9
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し

私
の

主
張
し
ょ

う
と

す
る

の

は
､

た

だ

西

洋
と

東
洋
と

に

こ

の

よ

う
な

思
想
の
筋

耕

型
が

あ

る

と

い

う
こ

と

で

は

な
い

｡

ウ
ェ

ー

バ

ー

の

理

念
型

も

ま

た
一

般
に

い

わ

れ

る

顆
塾

も

文
化
の

処
々

に

そ

れ

ぞ

れ

の

類
型
が

あ

る

と
い

う
こ

と

だ

け

で

あ
っ

て
､

此

等
の

諸

類
型
が

果

し

て

互
に

如

何
な

る

関
聯
を

有
す
る

か

と
い

う
こ

と
で

は

な

か
っ

た
｡

こ

れ

に

反
し

て

私
の

志

す
と
こ

ろ

は

東
西
の

二

大

類
型
も

均
し

く

人

間
の

思

想
の

あ

ら
わ

れ

で

あ

り
､

共
に

人

間
思

惟
の

故
本
的
法
則
の

中
に

位
置
を

占
め

て

い

る
｡

西

洋
の

論
理
は

カ

ン

ト

の

批
判
主

義
と

ヘ

ー

ゲ

ル

の

弁
証
法
論
理

と
に

よ

っ

て

殆

ど

完
成
せ

ら

れ

た

が
､

そ

れ
.は

論
理
の

全

体
を

尽

し

た

も
の

で

な

く
､

さ

ら

に

思
惟
の

第
三

法

則

即

ち

排
中
律
の

逆
転
と
い

う
一

つ

の

大

な
る

仕
事
を

と

り

残
し
て

い

る

の

で

あ

る
｡

そ

し
て

そ

れ

を

補
い

充
た

す
も
の

と

し

て

イ

ン

ド

の

大

乗
仏
教
の

論
理

が

ま

さ

に

そ

れ

に

当
る

こ

と

を

挙
揚
せ

ん

と

す
る

の

で

あ

る
｡

そ

し

て

か

く

考
え
る

こ

と

に

よ
っ

て

東
洋
と

西

洋
と
の

思
想
の

そ

れ

ぞ

れ

な

る

類
型

を

区

別
し

鮮
明
な

ら

し

む
る

と

共
に

､

こ

れ

ら
の

類
型
を

単

畑

に

異
な
っ

た

も
の

と

し

て

放

置
す
る

こ

と

な

く
､

共
に

人

間
の

思

惟
の

法
則
の

中
に

位
置
づ

け

得
な
い

か

と

思
う
の

で

あ

る
｡

矛
盾

律
も

排
中
律
も

結
局
は

同
一

律
に

帰
し

､

思
惟
の

三

法
則
lも
実

は

一

つ

の

原
理
で

あ

る

と

す
る

な

ら

ば
､

西
洋
と

東
洋
と
の

思
惟
方

式
も

遂
に

は
一

に

帰
し

､

共

に

人

間
の

一

な
る

根
本

的
思
惟
の

法

則
に

基
く

｡

東
西
の

文
化
は

こ

の

根
元

的
な
る

も

の

か

ら

派
生

し

た

そ

れ

ぞ

れ

な
る

顆
型
に

す

ぎ
ぬ

で

あ

ろ

う
｡

し

か

も
こ

れ

ら
の

類
型

は

地

域
と

時
代
と

に

よ
っ

て

互
に

異
な
る

の

み

で

な

く
､

そ

れ

ぞ

れ

に

異
な
り

な
が

ら

共
に

人

間
の

根
本
的
思
惟
の

中
に

含
ま

れ
､

且
つ

そ

れ
に

基
い

て

い

る
｡

そ

う
い

う

見
方
が

即
ち

階
型

的

立

場
で

あ
っ

て
､

そ

れ

こ

そ

我
々

の

と

ら

ん

と

す
る

理

念
型
の

体

系
で

あ
っ

た

の

で

あ
る

｡

(

京
都
大

学

名

著
教

授
)




