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書
河
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計
-

代

打
r

巨
}

ロ
e
r

紆
t

N

召
昆

G

2
ロ
d
e
〉

-

誤
P

高

根

義

三

郎

ラ

ウ
ン

は
一

九
四
二

年
春
に

『

根
拠
律
』

を

公
に

し

た
｡

こ

れ

は
､

ラ

ウ
ン

の

法
律
学
の

根
拠
と

な

る

哲
学
で

あ
る

｡

初
版
ほ

出
版
後

､

約
一

年

で

売
り

切
れ

､

一

九
五

六

年
に

再
版
が

で

た
｡

再
版
に

は
一

七
ペ

ー

ジ

の

あ

と
が

き
が

追
補
さ

れ

た
｡

こ

の

三

三

七
ペ

ー

ジ

の

書
物
の

は

じ

め
に

約

一

〇
ペ

ー

ジ

の

序
説
(

望
巳
年
F

2
ロ

g
)

が

の

っ

て

い

る
｡

こ

の

序
説

は

う
ゥ

ン

の

哲
学
の

な

か

で
一

番
重

要
な

説
明
で

あ

る
｡

私
は

､

一

九

六

六

年
四

月
二

〇
日

､

ア

ー

レ

ン

ス

プ

ル

グ
･

ホ

ル

シ

ュ

タ

イ
ン

に

ラ

ウ
ン

を

訪
ね

た

が
､

そ
の

際
､

ラ
ウ

ン

か

ら
こ

の

序
説
を

日

本

語
に

訳
す
よ

う
に

た
の

ま

れ

た
｡

こ

れ

が

そ
の

訳
で

あ

る
｡

ラ

ウ
ン

に

つ

い

て

は

昭

和
四

一

年
四

月
号
の

『

一

橋
論

叢
』

に

人
物
評
論
を

書
い

た
｡

同
じ

年
の

九
月

一

一

日

号
の

『

判
例
時
報
』

に

ラ

ウ

ン

の

訪
問
記
が

の
っ

て

い

る
｡

ル

ド

ル

フ

‥
フ

ウ
ン

『

根
拠
律
』

序
祝

こ

の

研
究
の

方
法
上

の

出

発
点
ほ

､

こ

の

序
説
の

な

か
に

ほ

な

く
て

､

第
一

章
の

な
か

に

あ

る
ひ

こ

こ

で

は
､

こ

の

書
物
が

ど

う
い

う

精
神
で

､

甜3

そ

し
て

ま

た
､

ど

う
い

う
目

的
で

書
か

れ

た

か
､

読
者
に

簡
単
に

知
ら
せ

た
い

と

思
う

α

す
べ

て

の

哲
学
は

､

す
べ

て

の

学
問
上
の

研
究
と

同
じ

よ

う
に

､

真
理

に

仕
え

､

そ

し

て

真
理

だ

け
に

､

す
な
わ

ち
､

主
観
的
な

要
求
と

か

利
益

と

か

に

と

ん

ち
ゃ

く

し

な
い

で
､

必

然
的
に

不

可
避
的
に

す
べ

て

の

人
に

妥
当
す
る
こ

と

だ

け
に

､

仕
え

る

の

で

あ

る
｡

哲
学
が

個
々

の

諸
科
学
と

区

別
さ

れ

る
の

は
､

哲
学
が

今
ま

で

の

経
験
で

は

証
明

で

き

な
い

仮
説
ま

で

も

考
慮
す
る

か

ら
で

あ
り

､

宗
教
や

神
秘
主
義

､

迷
信

､

素
朴
な

し

ろ

ぅ
と
の

思
弁
と

ち
が

う
の

ほ
､

哲
学
が

そ
の

よ

う
な

仮
説
を

確
実
な

知
識

と

同
じ

と

見
ず

､

ま
た

は

そ

れ

よ

り

旦
口

同

く

見
ず

､

む

し
ろ

仮
説
を

経
験

に

よ
っ

て

検
査
し
､

こ

れ

が

個
々

の

諸
科
学
の

確
実
化
さ

れ

た

成
果
と

矛

盾
す

る

と

き
に

は
､

容
赦
な

く

拒
絶
す
る

か

ら
で

あ
る

｡

哲

学
が
こ

の

よ

う
な

任
務
を

果
た

す

と

き
に

は
､

哲
学
は

す
べ

て
の

学

問
と

同
じ

よ

う
に

､

真
理
だ

け

に

仕
え

る

の

で

は

な

く
て

､

実
際
に

こ

の

世
の

中
に

在
る

測
り

知
れ

な
い

大
き

な

不

幸
を

や
わ

ら

げ
､

不

幸
に

く
ら

ぺ

て

ず
っ

と

少
し

し

か

な
い

幸
福
を
ふ

や

す
た

め
の

武
器
を

､

人
の

手
に

渡
す
の

で

あ
る

｡

し
か

し
､

哲
学
者
が

自
分
の

知
識
欲
を

満
す
ば

か

り

で

な

く
､

自
己

を

は

な

れ
て

す
べ

て

の

人
々

の

幸
福
の

た

め
に

活
動
し

ょ

う
と

す

れ

ば
､

哲

学
者
は

直
ち
に

､

人

類
に

与
え

ら
れ

て

い

る

最
高
の

も
の

､

す
な

わ

ち
､

善
の

理

念
に

近
づ

く
｡

真
理
に

つ

い

て

の

知
識

､

ま

た

善
に

つ

い

て

の

知
識
は

､

認
識
を

前
提

と

す
る

｡

そ

れ

故
に

､

認
識
論
が

哲
学
の

基
礎
で

な

け

れ

ば

な

ら

な
い

｡

椒



盛
甲

し
か

し
､

認
識
の

問
題
そ
の

も
の

が
､

我
々

の

認
識
に

大
変
な

困

難
を

持

ち
こ

む
の

で

あ

る
｡

ヒ

ユ

ー

ム

が

カ

ン

ト

の

｢

独
断
的
な

ま
ど

ろ

み
+

を

さ

ま

し

た

後
に

､

カ

ン

ト

は
､

哲
学
を

認

識
問
題
か

ら

革
命

し

た

結
論
に

達

し

た
｡

し

か

し
､

い

か

な

る

革
命
も

､

新
し
い

も
の

を
一

挙
に

古
い

も
の

と

素
早
く

代

え
る

こ

と

は

で

き

な

か
っ

た
｡

そ

れ

は
､

た

と

え

最
も

す
ぐ
れ

た

人
で

あ

っ

て

も
､

た
っ

た
一

人
の

人
の

精
神
力
で

で

き

る
こ

と

で

ほ

な
い

｡

革
命

ほ

ど

れ

も
､

は

じ

め

取
っ

た

方
向
に

前
進
し

た

り
､

あ

ま

り

す
す
み

す
ぎ

た

過
激
主

義
か

ら

あ
と

戻
り
し

た

り
､

他
の

方
向
へ

進
ん

だ

り

な

ど

し

て
､

発
展
す
る
｡

ザ
ン

ト

が
､

個
人
に

お

け
る

｢

目
的
の

変
生
+

(

H
e
t

e
･

3
的
O

n
-

e

d
e

l

N

弓
e

O

村
e
)

に

つ

い

て

説
い

た
こ

と

は
､

比
喩
的
に

､

ど

の

全
体
と

し
て

の

精
神
運

動
に

つ

い

て
､

言
え

る

だ

ろ

う
｡

す
な

わ

ち
､

到
達
し

た

目
的
が

､

ほ

じ
め

の

動
機
を

越
え

て

し

ま

う
の

で

あ
る

｡

ヒ

ユ

ー

ム

と
カ

ン

ト

と

ほ
､

革
命
を

ほ

じ

め

た
｡

こ

の

書
物
は

､

こ

の

革
命
を

完
成
す
る

た

め
の

一

つ

の

礎
石
を

提
供
し

ょ

う
と

す
る
の

で

あ
る

｡

カ

ン

ト

は
､

純
粋
理

性
批
判
の

第
二

版
の

序
言
で

､

次
の

よ

う
に

言
っ

て

い

る
｡

｢

我
々

ほ

こ

れ

ま

で
､

我
々

の

認
識
ほ

す
べ

て

対
象
に

従
っ

て

規
定
さ

れ
ね

ば

な

ら
な
い

と

考
え

て

い

た
｡

し

か

し
､

我
々

が

対

象
を

評

ア

･

プ

リ

オ

ゥ

に

概
念
に

よ
っ

て

規
定
し

､

こ

う
し
て

我
々

の

認
識
を

拡

張
し
ょ

う
と

す
る

試
み

は
､

す
べ

て
､

こ

う
い

う
前
提
の

下
で

ほ
､

潰
え

去
っ

た

の

で

あ

る
｡

そ
こ

で

今
度
ほ

､

対

象
が

我
々

の

認
識
に

従
っ

て

規

け

れ

ど

も
､

こ

の

最
後
の

文
章
に

､

す
べ

て

を

根
本
的
に

変
え

る

六
つ

( 12 7 ) 書

定
さ

れ

ね

ば

な

ら

な
い

と
い

う
ふ

う
に

想
定
し
た

り
､

形
而
上

学
の

い

ろ

い

ろ
の

課
題
が

も
っ

と

う
ま

く
解
決
さ

れ

ほ

し
な

い

か

ど

う
か

を
､

び

と

つ

試
み

て

み

た

ら

ど

う
だ

ろ

う
…

…
｡

+

の

言

葉
を

挿
入

し

な

け
れ

ば

な

ら

な

い

｡

す
な

わ

ち
､

｢

我
々

の

認
識
の

(

仁

巳
e

詔
り

目
†

打
e

β

n
t

已
∽

)

対
象
ほ

我
々

の

認

識
に

従
っ

て

規
定

さ

れ

ね

ば

な

ら

な
い

+

の

で

あ

る
｡

こ

れ
に

反
し
て

､

対

象
す

な
わ

ち

実
在
世

界
の

(

d
e

→

旨
巴
e

ロ

W
e
-

t

)

問
題
は

､

こ

の

立

場
の

変
更
と

全
く

関
係

が

な
い

｡

我
々

の

認
識
も

､

そ

れ

が

単
な

る

夢
で

な
い

な

ら
ば

､

実
在
世

界
の

一

部
で

あ

る
｡

(

N

仁

巴
e

芳
→

g
e

F

賢
t

P

∈
〕

F

仁

n

琵
→

H
り

打
e

ロ

已
2 .

り
､

弓
e

n

ロ

e
四

日
e

F
り

巴
払

e

呂
.

b
-

○

浣
e

→

→

旨
日

日
∽

e

ど

琶
-

-
.

)

ひ

と

ほ
､

こ

こ

に

の

ぺ

た

思
想
を

､

カ

ン

ト

自
身
が

あ

げ
て

い

る

例
で

言
い

表
わ

す
こ

と

も
で

き

る
｡

カ

ン

ト

は

続

け

て

こ

う

言
っ

て

い

る
｡

｢

こ

の

事
情
は

､

コ

ペ

ル

ニ

ク

ス

の

主
要
な

思
想
と

ま
っ

た

く

同
じ
こ

と

で

あ
る

｡

コ

ペ

ル

ニ

ク

ス

ほ
､

す
べ

て

の

天
体
が

観
察
者
の

ま

わ

り

を

ま

わ

る

と
い

う
ふ

う
に

想
定
す
る

と
､

天
体
の

運
動
の

説
明
が

な

か

な
か

う

ま

く

運
ば

な
か
っ

た

の

で
､

今
度
ほ

天
体
を

静
止

さ
せ

､

そ

の

周
囲
を

観

察
者
に

ま

わ

ら
せ

た
ら

も
っ

と

う
ま

く
い

き

ほ

し

な
い

か

と

思
っ

て
､

こ

の

こ

と

を

試
み

た

の

で

あ

る
｡

+

こ

の

場
合
も

､

少
し

付
け

加

え

な

け

れ

ば

な

ら
な

い
｡

す
な

わ

ち
､

観
察

者
は

天
体
か

ら

独
立
し

て

ま

わ

る

の

で

ほ

な

く
て

､

天
体
の

法

則
に

従
っ

て

(

ロ
P
O

F

d
e

ロ

G
e

筈
t

旨
n

計
り

S
t

¢

r

n
e

)

ま

わ
る

の

で

あ

る
｡

こ

の

天
体
の

法
則
は

､

し
か

し
､

実
在
世

界
の

法
則
で

あ

る
｡

こ

の

よ

う
に

､

認
識
機
能
の

た

め
に

実
在
世

界
を

王

座
か

ら

退
け

る
こ

と

は
､

革
命
へ

の

第
一

歩
に

す
ぎ

な
か
っ

た
｡

革
命
の

第
二

歩
ほ

､

認
識

論
上
の

変
革
の

成
果
に

も
か

か

わ

ら

ず
､

認
識
の

法
則
を

実
在
世
界
の

法

則
と

解
す
る

(

d
i

¢

G
e
ひ

e
t

N

e

d
e

→

野
村
O

n

邑
已
の

巴
払

G
O

仏
e

t
N

e

n

訂
り
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→

e

巴
e

ロ

弓
e
-

t

N

仁

b
e

g
→

e
-

f

e

β
)

､

こ

と

で

あ

る
｡

言
い

換
え

れ
ば

､

観

察
者
と

天

体
と
の

双

方
を

動
か

す
法
則
を

検
討
し

､

そ

れ

を

す
べ

て

の

他

の

思
考
の

基
礎
と

す
る
こ

と
で

あ

り
､

実
在
世
界
と

認

識
と
の

双

方
に

共

通
な

領
域
を

さ

が

し

求
め

る
こ

と
で

あ

る
｡

こ

の

こ

と

を

以

下
に

試
み

ょ

>

つ

と
田

P
つ

｡

近

代
の

哲
学
は

､

認
識
と

実
在
世
界
と
の

間
の

分
裂
に

よ
っ

て

引
き

さ

か

れ
た

｡

経
験
論
と

理

性
論
と

を

和
解
さ

せ
る

た

め

に

出
発
し

た

カ

ン

ト

ほ
､

上
に

述
べ

た

立

場
の

転
回
で

､

こ

の

裂
け

目
を

う
め

な

い

で
､

.
か

え

っ

て

深
め
た

｡

若
し

､

そ

の

裂
け

目
を

少
な

く
と

も

我
々

の

体
験
の

一

部

分
に

つ

い

て

解
消
し
､

認
識
の

法
則
と

実
在
世
界
の

法
則
と

が

同
一

で

あ

る
こ

と

を

示

す
こ

と

が

で

き

た

な

ら

ば
､

従
来
の

哲
学
の

よ

う
に

は
こ

の

分
裂
に

な

や
ま

さ

れ

な
い

一

つ

の

新
し
い

実
質
哲
学
を

築
く
こ

と

が

で

き

る

基
礎
が

､

得
ら
れ

る

だ

ろ

う
｡

認
識

論
上
の

議
論
が

基
礎
的
で

あ

り

必

然
的
で

あ
っ

て
､

そ

れ

ら

を

顧
み

な
い

人
々

が

い

ず
れ

も
､

徹
底
的
な

研

究
者
と

は
い

え

な

く
と

も
､

現

在
こ

れ

ら
の

議
論
は
重

ん

ぜ

ら

れ

て

い

な

い

｡

ひ

と

は
､

認
識
論
す
な

わ

ち

認
識
批
判
だ

け
で

､

実
質
上
の

問
題
を

解
く
こ

と

ほ
で

き

な
い

｡

そ

れ

故
に

､

認
識
論
上
の

議
論
が

肥
大
し

た
こ

と

に

よ
っ

て

哲
学
は

信
用
を

失
う
こ

と

と

な
っ

た
｡

そ

し

て
､

沢

山
の

す

ぐ

れ

た

思
想
家
は

､

哲
学
の

思

惟
か

ら

は

な

れ
た

か
､

ま

た

は

認
識
問
題

か

ら

上

に

で

る

こ

と

が

で

き

な

か
っ

た
｡

こ

.
の

二

つ

の

場
合
と

も
､

こ

れ

ら

の

思
想
家
は

､

人
間
の

思
考
が

努
力
す
る

主
要
問
題

､

す
な

わ

ち

実

質

哲
学
の

大
問
題

､

か

ら

遠
ざ

か
っ

て

し

ま
っ

た
の

で

あ
る

｡

実
質
哲
学
は

､

個
々

の

諸
科
学
を

互

に

結
ぶ

精
神
上
の

び

も

と

な

る
ぺ

き

で

あ

る
｡

そ

れ

ほ
､

個
々

の

諸
科
学
の

成
果

を

孤
立
か

ら

引
き

は

な

し
､

他
の

領
域
の

役
に

立
つ

よ

う
に

す
べ

き

で

あ

る
｡

実

質
哲
学
は

､

そ

朗
っ

∂

の

研
究
衝
動
と

仮
説
と

を

も
っ

て
､

個
々

の

諸
科
学
の

カ
が

や

む

と
こ

ろ

ま

で

達
す
ぺ

き
で

あ
る

｡

し
か

し
､

何
よ

り

も
､

こ

の

実
質
哲
学
に

は
､

人
間
が

最
も

聖
な

る

も
の

と

見
な

す
も

の
､

す
な

わ

ち
､

道

徳
上
の

価
値

と

善
の

理

念
が

ま

か

さ

れ
て

い

る
｡

そ

れ

故
に

､

び

と
は

､

次
の

よ

う
に

思
う
か

も

し

れ

な

い

｡

｢

人
々

は

畏
敬
の

念
を

も
っ

て

哲
学
を

仰
ぎ

見
る

｡

す
べ

て

の

文
明

国
民
の

精
神
上

の

上

層
の

人
々

は
､

熱
望
し
て

哲
学
上
の

問
題
に

取
り

組
む

｡

哲

学
に

必

要
な

才

能
や

予

備
教
育
を

受
け

る
こ

と

の

で

き

な

か
っ

た

何
百

万

と
い

う

人
々

は
､

少
な

く

と

も

大
衆
的
な

講
演
へ

押
し

寄
せ

､

哲
学
の

問
題
に

つ

い

て

の

平
易
な

書
物
を

争
っ

て

手
に

入
れ

よ

う
と

す
る

｡

何
百
万

と
い

う

人
々

が
､

数
百
の

競
り

あ

う
宗
教
も

常
に

必

ず
し

も

与
え

な
い

慰
め

を

哲

学
上
の

恩
恵
に

求
め
る

｡

殊
に

同
じ

宗
教
が

戦
争
の

と

き

に

双

方
の

側
に

武
器
を

さ

ず
け

た

り
､

社
会
上
の

闘
争
の

と

き

に

双

方
の

陣
営
に

立
っ

た

り

す
る

場
合
は

尚
更
で

あ

る
｡

+

し

か

し

実

際
は

そ

う
で

ほ

な

く
て

､

哲
学
は

現
代
の

明
ら

か

な

ま

ま

子

で

あ

る
｡

ユ

ー

ベ

ル

ウ
エ

ー

タ

の

『

哲
学
史
綱
要
』

第
四

部
は

第
七

草
に

｢

(

一

八

七

〇

年
以

後
の

)

哲
学
の

再
興
+

と

い

う

棟
題
を
つ

け
て

い

る
｡

し

か

し
､

そ
こ

で

い

う
発
展
ほ

狭
い

範
囲
に

だ

け
あ
っ

た

の

で
､

個
々

の

諸
科
学
の

代
表

者
の

大

多
数
と

そ

れ
よ

り

も

多
い

大
衆
と

は
､

こ

の

｢

再

興
+

と

ほ

と

ん

ど

無
関
係
で

あ
っ

た
｡

若
し

今
日

一

人
の

新
し
い

プ

ラ

ト

ン

と

か

ア

リ
ス

ト

テ
レ

ス

と
か

カ

ン

ト

と

か

が
､

偉
大
な

書
物
を

公
に

し

て

も
､

そ
の

書

物
の

存
在
を

､

数
百
人
の

教
授
の

は

か

に

ほ
､

梼
々

､

数

千
人
の

学
生

と

数
千
人
の

そ
の

ほ
か

の

哲
学
に

興
味
を

持
つ

読
者
と
が

注

島

赫
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意
す
る

だ

け

で

あ
っ

て
､

そ
の

ほ

か

の

何
億
と

い

う
文
明

人

に

と
っ

て

は
､

こ

の

書
物
ほ

､

世
の

中
に

存
在
し

な
い

こ

と

と

な

ろ

う
｡

こ

れ

に

反
し
て

､

拳
闘
選
手
と

か

映
画
ス

タ
ー

と

か

職
業
政
治
家
と

か

の

名
声
は

､

ば

く

大
な

費
用
を

か

け
て

､

毎
日

何
万

と
い

う
新
聞
と

ラ

ジ

オ
･

ニ

ュ

ー

ス

で
､

何
千

万
の

人
々

の

頭
に

叩
き
こ

ま

れ

る
｡

こ

の

賛
美

を

受
け

る

人
々

の

超
人

的
な

偉
大
さ

を

何
千
万
の

人
が

信
ず
る

ま
で

そ

う

さ

れ

る

の

で

あ

る
｡

そ

れ

ど
こ

ろ

か
､

も
っ

と
び

ど

い

こ

と

が

あ

る
｡

上
に

述
べ

た

新
し
い

ア

リ

ス

ト

テ
レ

ス

ま

た
カ

ン

ト

ほ
､

若
し

幸
運
に

も

印
刷
費
用
を

自
分
で

支
払
う
こ

と

が

で

き

る
の

で

な

け
れ

ば
､

そ
の

最
良
の

著
作
さ

え

も

公
に

す
る
こ

と

が

多
分
で

き

な
い

だ

ろ

う
｡

廿

石

し

び

と

が

新
し
い

国
家
篇

､

オ

ル

ガ

ー

ン

､

形
而
上

学
ま

た

純
粋
理

性
批
判
を

､

出
版
者
自
身
の

商
業
上

の

危
険
で

公

に

す
る

よ

う
に

､

数
あ

る

出
版
者
の

一

人
に

提
案
し

た

と

す

る

な

ら

ば
､

そ
の

出
版
者
は
そ

の

よ

う
な

理

論
的
な

書
物
が

売
れ

る

と

は

考
え

ら

れ

な
い

､

と

答
え

る
だ

ろ

う
｡

そ

し

て
､

そ
の

答
え
は

商
業
的
に

は

正

し
い

答
え
で

あ
る

｡

し
か

し
､

極
め

て

つ

ま

ら
ぬ

事
が

ら
に

つ

い

て

は
､

毎
年
ば

く

大
な

数
の

書
物
が

印
刷
さ

れ

る
の

で

あ

る
｡

こ

れ

ら
の

書

物
は

僅
か

の

も
の

を

除
い

て
､

永
久
に

忘
れ

ら

れ

る
｡

我
々

は
､

哲
学
が

昔
持
っ

て

い

た

大
き
い

人

望
と

大

き

い

影

響

力
と

を
､

恥
ず
か

し
い

と
い

い

た
い

ほ

ど

失
っ

た
こ

と

を

香
定
す
る

こ

と

が

で

き

な
い

｡

若
し

ギ

リ

シ

ャ

人
の

構
神
生

活
か

ら
プ

ラ
ト

ン

と
ア

リ

ス

ト

テ

レ

ス

と

を

除
き

､

中
世
後
期
の

精
神
生

活
か

ら

ア

リ

ス

ト

テ

レ

ス

を

除

き
､

一

六

世
紀
か

ら
一

八

世
紀
の

精
神
生

活
か

ら

そ

れ

ぞ

れ
の

世
紀
の

大

哲
学
者
達
を

除
い

て

見
よ

う
｡

そ

う
す
れ

ば

大
き

な

空
自
が

で

き

る

だ

ろ

血
叩

′

一血
M

う
｡

歴
史
の

全
部
に

混
乱
が

生

れ

る

だ

ろ

う
｡

そ
こ

で
､

今
日
の

哲
学
を

現
代
か

ら

除
い

て

見
よ

う
｡

ど

ん

な
こ

と

が

起
る

だ

ろ

う
か

｡

何
も

起
ら

な
い

の

で

あ
る

｡

一

千
人
の

教
養
あ

る

人
々

の

う
ち

九
百

九
十
九

人

は
､

何
も

気
が
つ

か

な
い

だ

ろ

う
｡

我
々

は
､

な

ぜ
こ

う
な
っ

た

か
､

明
ら

か

に

し

よ

う
｡

主
な

原
因
ほ

､

社
会
の

階
層
が

変
化
し

た
か

ら

で

あ

る

か

も

し

れ

な

い

｡

一

人
の

大
思
想
家
が

一

つ

の

精
神
上
の

強
国
で

あ
っ

た

時
代
で

ほ
､

精
神
上
の

興
味
を

代
表
す
る

人
々

と

政

治
史
を

代
表
す
る

人
々

は
､

数
か

ら
い

っ

て

全
く

小
さ
い

階
層
で

あ
っ

た
｡

そ
し

て
､

こ

こ

で

は
､

精
神
上

の

教
養
と

政
治
上
の

権
力
と

は
､

そ
の

大
部
分
が

一

つ

に

な
っ

て

い

た
｡

そ
の

後
､

大
衆
が

､

し

ば

し

ば

政
治
上
の

で

き

事
に

興
味
を

も
っ

た
｡

こ

の

興
味
が

新
聞
の

読
者
で

あ
っ

た

り

ラ
ジ

オ

の

聴
取
者
で

あ
っ

た

り

し
て

受
け

身
に

限
ら

れ

て

い

る

場
合
で

も
､

大
衆
ほ

権
力
者
が

自
分
の

側
に

つ

け
よ

う
と

す
る

世
論
の

お

も

だ
っ

た

要
素
で

あ

る
｡

そ

し

て
､

新
聞
や
ラ

ジ

オ
､

そ

の

ほ

か

諸
国
民
の

精
神
生

活
上
い

ろ

い

ろ
な
こ

と

ほ
､

ま

ず
第

一

に

大
衆
の

趣
味
と

理

解
と
に

よ
っ

て

形
づ

く

ら
れ

ね

ば

な

ら

な
い

｡

し

か

し
､

残
念
な
こ

と

に

は
､

精
神
上
の

向
上
は

､

社
会
上
の

向
上

と

同
じ

歩
調
を

と

る

こ

と

が

で

き

な
か

っ

た
｡

そ

こ

で
､

思
想
家
は

､

強
国
の

地

位
を

政

治
上
の

演
説
家

､

映

画

俳
優

､

ま

た
､

ス

ポ
ー

ツ

マ

ン

に

ゆ

ず
っ

た
｡

そ

し

て
､

フ

ー

ト

ボ

ー

ル

の

大
任
合
は

､

す
べ

て

の

国
々

の

現
存
の

大
哲
学
者
が

数
週

間
も

重

大
問
題
を

論
ず
る

会
議
よ

り

も
､

千

倍
も

強
い

反
響
を

よ

ぶ

の

で

あ

る
｡

こ

の

よ

う
に

､

大
衆
の

精
神
上
の

向
上

が

社
会
上
の

向
上
よ

り

も

お

く

∂

れ

て

い

る
こ

と

に

つ

い

て
､

学
問
が

ど

の

て

い

ど

共
同
責
任
が

あ

る

か
､

朗
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と
い

う
こ

と

を
､

今
こ

こ

で

は

問
題
と

し

な
い

｡

い

ず
れ

に

し

て

も
､

学

問
は

､

兵
と

善
に

仕
え
よ

う
と

す
る

か

ぎ

り
､

大
衆
の

精
神
上
の

向
上

の

た

め

の
､

ま

た
､

大
衆
の

白
痴
化
の

た

め

の

戦
い

で
､

全
力
を
あ

げ

て

精

神
上
の

向
上

に

つ

く
す
こ

と
に

､

最
大
の

関
心

を

持
っ

て

い

る
｡

将
来
の

哲
学
は

再
び

､

歴
史
を

作
る

す
べ

て

の

人
に

訴
え

な

け

れ

ば

な

ら
な

い

だ

ろ

う
｡

し

か

し
､

そ
の

場
合

､

歴
史
を
つ

く
る

人

と

ほ
､

も

ほ
や

少
数
の

上

層
社
会
で

は

な

く
て

､

あ

ら

ゆ

渇

階
層
の

う
ち
の

す
ぐ

れ

た

者
ま
た

ほ

能
力
あ
る

者
の

選
り

抜
き

だ

ろ

う
｡

そ
こ

で
､

こ

の

書
物
も

､

学
問
が

用

い

る

｢

学
者
的
な
+

(

g
e
-

e

F

ユ
2

且

言
葉
を

使
っ

て

は

い

る

が
､

適
当

な

言

葉
に

変
え
れ

ば
､

ギ

リ

シ

ャ

語
､

ラ

テ
ン

語
､

ま

た
､

カ

ン

ト

や
ヘ

ー

ゲ
ル

の

使
っ

た

言
い

ま

わ

し

を

理

解
で

き

な
い

し
､

ま
た

､

数
学
論
理

学

の

象
形
文

字
に

熟
達
で

き

な
い

人
々

に

も
､

そ
の

結
果
が

わ

か

る

よ

う
に

考
え

て

書
い

た
の

で

あ
る

｡

し
か

し
､

社
会
階
層
が

変
化
し

た

と
い

う
こ

と

ほ
､

哲
学
の

評
価
が

没

落
し
た
こ

と

を

許
す
口

実
と
し

て

十
分
で

な
い

｡

と
い

う
の

は
､

そ

の

予

備
教
育
の

点
か

ら

も

能
力
の

点
か

ら
も

､

或
る

程
度
或
る

範
囲

､

哲
学
に

た

ず
さ
わ

る
こ

と

の

で

き

る

上

層
社
会
層
の

人
々

も
､

そ
の

圧
倒
的
多
数

が

哲
学
を

研
究
し

な
い

か

ら
で

あ

る
｡

同
じ
こ

と

が

個
々

の

諸
科
学
の

代

表
者
の

圧
倒
的
多
数
に

つ

い

て

も
い

え

る
｡

我
々

が

判
断
で

き

る

範
囲
で

ほ
､

昔
は
こ

う
で

は
な

か

っ

た
｡

と

に

か

く
､

今
日

は

様
子
が

変
っ

た
の

か

も

し

れ

な
い

｡

す
な

わ

ち
､

大
多
数
の

教
養
あ
る

人
々

､

い

な
､

個
々

の

諸
科
学
の

大

多
数
の

代
表
者
さ

え
､

哲
学
に

冷
淡
で

い

る

の

は
､

現
代

の

哲
学
に

内
的
な

原

因
が

あ
る

に

ち
が

い

な
い

｡

実
際

､

最
近
の

二
､

三

世
代
の

実
質
哲
学
は

､

広
い

範
囲
の

人
々

の

共

感
と

興
味
を

ひ

く
こ

と
の

で

き

る

ほ

ど
の

業
績
を

､

沢
山
示
す
こ

と

が

で

甜
n

J

き

な

か
っ

た
｡

一

方
に

ほ
､

ヒ

ユ

ー

ム

と
カ

ン

ト

に

よ
っ

て

独
断
的
な

ま
ど

ろ

み

か

ら

さ

ま
さ

れ

な

か
っ

た

人
々

､

ま
た

は

完
全
に

は

さ

ま

さ

れ

な
か

っ

た

人
々

､

ま
た

は

改
め

て

眠
り
こ

ん

で

し

ま
っ

た

人

ミ

簡

単
に

い

え

ば
､

認
識
問

題
を
か

え

り

み

な

か
っ

た

り

第
二

義
的
と

見
る

人
々

が
い

る
｡

こ

れ

ら
の

人
々

は

主
と

し

て
､

経

験
論
か

ら

哲
学
的
実
証
主
義
へ

､

幾
分
は

､

形
而

上

学
的
唯
物
論
へ

と

も
っ

て

行
か

れ

た

し
､

今
後
も

濁
っ

て

行
か

れ

る
だ

ろ

う
｡

こ

れ
は

､

個
々

の

諸
科

学
が

数
学
に

､

そ

し

て
､

自
然
の

領
域
と

文
化
の

領
域
で

の

事
実
と

因
果
関
係
の

精
密
な

研
究
を

基
礎
に

す
る

か

ぎ

り
､

個
々

の

諸
科
学
の

大
き

い

勝
利
を

さ

ま

た

げ

な
い

｡

し

か

し
､

そ

う

す
る

と
､

倫
理

問
題
を

軽
ん

じ

て

現
実
科
学
を

一

方

的
に

奨
励
す

る
こ

と

に

な

り
､

ま

た

現
実
科
学
を

誰
も

が

全
体
を

見
わ

た

す
こ

と

の

で

き

な
い

よ

う
な

せ

ま

く

限
ら
れ

た

方
面
に

ま

す
ま

す
特
殊
化
し

引
き

裂
く

よ

う
に

な
る

｡

広
い

特
殊
化
は

､

学
的
な

良
心
と

徹
底
性
と
の

命
令
に

よ
っ

て

生

じ
た

の

で

あ
っ

て
､

こ

れ

を

動
か

す
こ

と
は

許
さ

れ

な
い

｡

し

か

し
､

学
的
な

良
心
と

徹
底
性
と

は
､

我
々

が

我
々

の

認
識
の

基
礎
に

つ

い

て

心

を
い

た

め

る
よ

う
に

も

要
求
す

る
｡

認
識
論
の

ほ

か

に

も
､

共
通

に

学
的
な

興
味

を

ひ

く

部
門
が

あ
る

｡

多
数
の

専
門
に

深
く

通
じ
る

こ

と

ほ
､

人
生

が

短

い

の

で

で

き
な

い
｡

し

か

し
､

こ

の

こ

と

は
､

大
部
分
の

人
が

今
日

し

て

い

る

よ

う
に

､

各
人
が

自
分
の

専
門
だ

け

に

限
っ

て
､

す
べ

て

の

人
々

に

共
通
な

根
本

問
題
に

つ

い

て

(

巴
-

e

n

g
e

日
e

旨
夢
m
e

n

G

言
n

已
旨
g
e

n
)

何
一

つ

知
ろ

う
と

し

な
い

こ

と

を
､

少
し

も

許
す
も
の

で

ほ

な
い

｡

し

か



し
､

す
べ

て

の

人
々

に

共
通
な

枚
本
間

撃
)

そ

哲
学
の

対

象
で

あ

る
少

者

し
､

す
べ

て

の

人
々

が

共
通
な

根
本
問
題
を

無
視
す

る

な

ら
ば

､

人

間
の

知
識
は

数
百
の

､

二
､

三

世
代
後
に

は

数
千
の

､

こ

な
ご

な
の

互

に

つ

な

■
が

り

の

な
い

専
門
か

ら

成
り

立
つ

こ

と
に

な

ろ

う
｡

第
一

の

人
ほ

天

体
運

動
の

理

論
に

だ

け

く
わ

し

く
､

第
二

の

人

は
エ

ジ

プ

ト

王

朝
の

歴
史
に

だ

け

く

わ

し

く
､

ま

た

第
三
の

人

は

脳
病
の

病
理
に

だ

け

く
わ

し
い

､

な

ど

と
い

う
こ

と

に

な

ろ

う
｡

こ

の

場
合

､

我
々

は

諸
々

の

部
分
を
つ

か

ん

で

い

る
｡

し

か

し
､

残

念
な
こ

と
は

､

精
神
上

の

つ

な

が

り

が

欠

け

て

い

る
｡

そ

う
す

る

と
､

全
体
と

し
て

の

人

類
は

､

全
体
と

し
て

の

其
と

蕃
と

を

求
め

る

戦
い

で

見
捨
て

ら
れ

て

し

ま

う
｡

こ

の

こ

と
が

殊
に

倫
理

上

の

ま

た

政

治
上
の

問
題
で

､

ま

す
ま

す
そ
の

結

果
を

あ

ら

わ
し

て

い

る
こ

と

を
､

我
々

は

今
日

既
に

見
る
こ

と

が

で

き

る
｡

医

学
､

工

学
ま

た

そ

の

他
の

学
問
が

経
験
論
と

特
殊
化
と

に

よ
っ

て

す

ば

ら

し
い

進
歩
を

遂
げ

た
こ

と

を

尊
重

す
る

が
､

学
問
の

限
り

な

く

広
が

る

細
分
化
と

寸
断
化
と

に

対
し
て

は
､

対
抗
手
段
を

と

ら

な

け

れ
ば

な

ら

な
い

｡

そ

れ

故
に

､

学
問
に

興
味
を

も
つ

人

す
べ

て

に

対
し

て
､

哲
学
に

帰
れ

(

N

弓
芳
村

2
→

勺

巳
-

｡

等

号
-

e

こ

と

呼
び
か

け

ね
ば

な

ら
な
い

｡

も

ち

ろ

ん
､

学
問
を

し

て

い

る

人

が

誰
で

も
､

創
造
的
な

研
究
で

哲
学
上

評

の

文
献
を

豊
富
に

す
る

ほ

ど
の

愛
着
と

時
間
と

苦
心

と

天
分
と

を

哲
学
に

( 1 3 1) 書

そ

そ

ぐ
こ

と

は

で

き

な
い

｡

し
か

し
､

文
献
が

量
的
に

多
く

な

る

こ

と

は
､

大
多
数
の

専
門
で

も

そ

う
で

あ

る

よ

う
に

､

哲
学
に

あ
っ

て

も

得
よ

ぅ
と

努
力
す
る

値
う
ち
の

あ
る

こ

と

で

は

な
い

｡

す
べ

て

の

人
々

に

必

要

な
こ

と

は
､

哲
学
に

対

す
る

興
味
と

哲
学
を

受
け

入

れ

る

ば
か

り

で

は

あ

る

が

研
究
す
る

こ

と

と

で

あ

る
｡

そ

う
す
れ

ば
､

個
々

の

諸
科
学
の

間
の

也

叩

′

一

叩

結
び

つ

き

は
､

お
の

ず
か

ら
で

て

く
る

だ

ろ

う
｡

挽
々

が
一

般
に

､

興
味

を

持
つ

ほ

と

ん

ど

す
べ

て

の

部
門
で

､

自
分
の

専
門
を

除
い

て
､

永
久
に

し

ろ

う
と

に

す
ぎ

な
い

と

い

う
こ

と

を

認
め

な

け

れ

ば

な

ら

な
い

が
､

す

べ

て

の

人
に

関
す
る

､

そ

し

て

我
々

の

専
門
に

も

関

す
る

根

本

問

題
で

は
､

我
々

は

し

ろ

う
と

で

あ
っ

て

ほ

な

ら

な
い

｡

(

琶

会
見
e

n

已
り

e

仏

d

8
F

已
｡

巳
-

ヱ
e

n
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日
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名
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ロ

邑
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邑
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喜
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邑
什
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臣
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日
払

e

:
i

g
e

β
e
m

S

官
臥
P
-

g
e

g
O
t

呂
笥
訂
P
)

経
験
論
と

哲
学
的
実
証
主

義
と

に

反
対

す
る

人
々

の

な

か

に

は
､

カ

ン

ト

の

｢

コ

ペ

ル

ニ

ク
ス

的
+

転
回
に

､

明
ら
か

に

ま

た

徹
底
的
に

従
う
思

想
家

､

ま

た

ほ
こ

の

転
回
の

影
響
を

受
け
た

思
想
家
が
い

る
｡

疑
い

も

な

く
こ

の

方

面
か

ら
､

哲
学
の

た
め

に

大
変
価
値
の

あ

る

も
の

が

供
給
さ

れ

つ

い

た
｡

し

か

し
､

カ

ン

ト

以

後
の

認
識
批
判
に

よ

る

実

質
哲
学
は

､

対

に

な

っ

て

い

る
二

つ

の

危
険
の

間
を

通
り

抜
け

る

完
全
で

明
白
な

道
を

見
い

だ

す
こ

と
が

で

き

な
か

っ

た
｡

一

方
の

人
々

は
､

カ

ン

ト
の

し

た

立
場
の

転
回

を
､

意
識
的
ま

た

無
意

識
的
に

､

徹
底
的
に

気
に

す
る

｡

そ

し
て

､

こ

れ

ら

の

人
々

に

と
っ

て
､

観
察
者
を

め

ぐ
る

実
在
世
界
は

､

観
察
者
の

認
識
機

能
に

従
っ

て

回

転
す

る

ば

か

り

で

な

く
､

観
察
者
の

希
望
に

従
っ

て

回

転
す
る

｡

か

く
て

､

ヘ

ー

ゲ
ル

の

思
想
の

飛
躍
は

､

極
右
の

保
守
的
帝
国
主
義
に

と
っ

て

も
､

極

左
の

唯
物
史
観
に

と
っ

て

も
､

基
礎
と

な

る
こ

と
が

で

き
た

｡

び

と

は
､

こ

の

よ

う
な

発
展
が

､

個
々

の

諸
科

学
の

代
表
者
に

お

い

て
､

ま

た
一

般

に

世
論
に

お

い

て
､

哲
学
に

対

す
る

尊
敬
を

特
に

高
め

る

と

見
る
こ

と

ほ

で

き

な

い
｡

し

か

し
､

び

と
が

ひ
と

虔
実
在
世
界
を

認
識
者
の

主
観
的
機

▲7

能
に

余
す
こ

と

な

く

依
存
さ

せ

て

し

ま

う
と

､

感
情
的

認
識
内
容
を

､

惑

溺
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情
的
で

な
い

認
識
内
容
か

ら

区

別
す
る
こ

と

は
､

非
常
に

困
難
で

あ

る
｡

そ

れ

故
に

､

カ

ン

ト

の

転
回

ほ
､

実
質
哲
学
で

､

誤
解
と

悪
用
と

を
と

ぎ

さ

な

か
っ

た

ば
か

り

で

な
く

､

前
よ

り

も

広
く

そ

れ
に

戸
を

開
け
て

し

ま

っ

た

の

で

あ

る
｡

こ

の

よ

う
に

､

一

方
の

人
々

が
､

認
識
問
題
を

軽
ん

ず
る

危

険
に

､

従

っ

て
､

主
観
主
義
の

危
険
に

お

ち
た

の

に

対
し

て
､

他

方
の

人
々

は
､

形

式
的
な

も
の

､

す
な

わ

ち
､

論
理

学
と

認
識
論
と

を
､

力
説
す
る
こ

と

に

よ
っ

て
､

こ

の

危
険
を

逃
れ

よ

う
と

す
る

｡

人
々

は

退
い

て
､

｢

純
粋
な
+

科
学
に

た
て

こ

も

る
｡

か

く
て

､

び

と

は
､

｢

純
粋
な
+

倫
理

学
､

美
学

､

法
学

､

国
家
学

､

社
会
経
済
学
ま

た

｢

純
粋
+

科
学
の

他
の

部
門
で

､

各

種
の

主
観
に

制
約
さ

れ

た

価
値
判
断
に

対

し
て

､

普
遍
妥
当
の

知
識
を

､

対

決
さ

せ
よ

う
と

す
る

｡

し

か

し
､

形
式
的
な

思

想

操

作
に

限

定

す
れ

ば
､

.
ひ

と

は

実
質
問
題
に

近
づ

く
こ

と

は

で

き

な
い

｡

認
識
は

､

あ

る

物

(

e
t

弓
監
)

が

認
識
さ

れ

る
と

き

に

か

ぎ
っ

て

意
味
を

持
つ

の

で

あ
る

｡

し

か

し
､

こ

の

あ

る

物
と

は
､

実
質
の

あ

る

素
材
で

あ
っ

て
､

従
っ

て
､

ど

の

よ

う
な

認

識
で

も

既
に

与

え

ら
れ

前
線
さ

れ

な

け

れ

ば

な

ら

な
い

｡

従

っ

て
､

形
式
的
な

ま

た

｢

純
粋
な
+

学
問
で

ほ
､

び

と

ほ
､

既
に

与
え

ら

れ

前
提
さ

れ

る

実
質
の

あ

る

素
材
を

単
に

論
理

的
に

変
形
す
る
こ

と

よ

り

も

上

に

出
る

こ

と

は

で

き

な
い

｡

す
な

わ

ち
､

ひ

と

は
､

実
質
知
識
に

つ

い

て

前
進
す
る

見
込
も

な

く
､

こ

の

知
識
の

周
辺

で

常
に

立

ち

往
生

す

る
｡

そ
こ

で
､

純
粋
倫
理

学
ほ

機
智
に

富
ん

だ

も

の

で

も
､

本
当
に

｢

純

粋
+

で

あ

ろ

う
と

す
る

か

ぎ

り
､

実
在
世

界
の

そ
こ

こ

こ

に

現
に

在
り

一

般
に

感
じ

ら

れ
る

道
徳
上
の

沈
滞
と

衰
微
を

少
し

も

正

す
こ

と
が

で

き

を

い

｡

純
粋
法
学
と

純
粋
国
家
学
は

､

立
法
者
の

全
能
が

極
め

て

恐

ろ

し
い

朋
(

J

目
的
に

乱
用
さ

れ

る

と

き
で

も
､

こ

の

全
能
に

反
対

す
る

論
拠
を

示
さ

な

い

し
､

あ

ら

ゆ
る

気
ま

ま

に

無
批
判
に

服
従
し

な

け
れ

ば

な

ら

な
い

｡

純

粋
社
会
経
済
学
ほ

､

社
会
問
題
に

対
し

て

全
く
な

す
す
べ

を

持
た

な
い

｡

こ

の

よ

う
に

､

哲
学
は

､

一

方
で

は
､

認
識
問
題
を

あ

な
ど
っ

て

不

確

実
な

ま

た

当
て

に

な

ら

な
い

根
底
の

上

に

不

確
実
な

ま

た

当
て

に

な

ら

な

い

体
系
を

建
て

た
が

､

他
方
で

は
､

認
識
問
題
と

取
り

組
ん

で

力
を

使
い

つ

く
し

､

か
つ

て

歴
史
の

な
か

で

哲
学
に

お

か

れ

た

最
大
の

任
務
に

と

り

か

か

る

こ

と

を

怠
っ

て

い

る
｡

何
千

年
の

間
､

人
々

は
､

全
く
ひ

と

か

ら

離
れ

て

独
立

に

研
究
す
る

個

人

を

除
い

て
､

そ
の

形
而
上

学
上
の

ま

た

倫
理

的
な

欲
求
を

宗
教
で

み

た

し
て

来
た

｡

し

か

し
､

も

う
啓
蒙
時
代
か

ら
､

各
宗
教
の

説
得
力
は

､

目

だ
っ

て

弱
っ

て

き

た
｡

啓

蒙
時
代
に

は

狭
い

精
神

上

の

指

導

層
に

お

い

て
､

し
か

し
､

だ

ん

だ

ん

に
､

そ

れ

よ

り

も

広
い

社
会
の

範
囲
で

､

そ

し

て
､

今
日

で

は
､

特
に

大
都
会
で

は
､

も

う
大
衆
の

な
か

で
､

そ

う
な
の

で

あ

る
｡

今
日
そ

の

信
仰
の

た

め

に

野
獣
に

そ
の

身
を

投
げ

与
え
た

り
､

生

き

た

た
い

ま
つ

と

な
っ

て

火
刑
に

あ
っ

た

り

す
る

者
が

果
た

し
て

ど

の

く

ら
い

あ

る

だ

ろ

う
か

｡

し
か

し
､

こ

れ

は

別

と

し

て

-
と

い

う
の

は
､

キ

リ
ス

ト

教
徒
の

迫
害
で

も

殉
教
者
は

一

般
に

ご

く
少
な

か
っ

た
か

ら

ー
誰
が

今
日

信

仰
の

た

め
だ

け
で

(

e
i

n
N
i

粥

臼

n

P

巴
-

e

F
)

邪
教
徒

迫
害
の

た

め

に

恐
ろ

し
い

拷
問
具
を

案
出
し

た

り
､

何
年
も
の

間
､

恐
ろ

し
い

戦
争
を

し

た

り

す
る

だ

ろ

う
か

｡

ど
の

く
ら

い

の

人
が

､

今
日

､

自

分
た

ち
の

宗
教
の

た

め

に
､

述
べ

る

価
値
の

あ
る

犠
牲
を

そ

な

え

る

気
が

あ

る
だ

ろ

う
か

｡

何
百
万

ま

た

何
百
万

と
い

う
人
々

が

決
し

て

教
会
に

行

血
叩

ヽ

由
一



偉

山

川

′

止
叩

か

な
い

し
､

行
く

人
も

､

せ
い

ぜ
い

､

ひ

と

び
と

が

自
分
た

ち
を

そ
こ

で

見
る

と

い

う
た

め

に

行
く
の

で

あ

る
｡

そ

し

て
､

洗
礼

､

結
婚
式

､

葬
式

の

場
合
の

､

因
習
的
で

自
分
た

ち

に

と
っ

て

空
虚
に

な
っ

た

儀
式
の

た

め

の

ほ

か

に

は
､

教
会
を

必

要
と

し

な
い

｡

最
近

三

百

年
の

経
験
に

よ

る

と
､

宗
教
性
が

衰
え

ま
た

く
だ

か

れ

る

過

程
が

ま

す
ま

す

進
む

見
込
は

､

大
き
い

｡

す
べ

て

の

社
会
の

発
展
と

同
じ

ょ

う
に

一

時
は

強
い

反

動
が

あ

ろ

う
と

も
そ

う
な

る
｡

し

か

し
､

こ

れ
に

反
し

て
､

今
あ

る

宗
旨
が

古
い

信
仰
の

火
を

ま

た

吹
き

起
こ

し

た

り
､

ま

た

は

新
し
い

宗
教
が

新
し
い

力
で

創
立
さ

れ

る

と
い

う
見
込
は

､

我
々

が

見
わ

た

す
こ

と
の

で

き

る

限
り
で

は
､

全
く

な
い

｡

そ

れ

で

は
､

我
々

は
こ

れ
か

ら
､

ど

の

方
向
へ

向
っ

て

進

む

だ

ろ

う

か
｡

グ
ォ

ル

テ
ー

ル

が
､

若
し

神
が

な
い

な

ら
ば

､

神
を

作
ら

ね

ば

な
ら

な

い
､

と

言
っ

た

と

き
に

､

グ
ォ

ル

テ

ー

ル

は

も

う
､

文
明
と

文
化

を
お

ぴ

や

か

す

危
険
を

見
て

い

た
の

で

あ

る
｡

キ

リ

ス

ト

教
の

教
義
に

ほ

説
得

力
が

な
い

と
い

う
理

由
で

そ

の

幼
年
時
代
の

信
仰
を

見
捨
て

た

人
々

の

な

か
の

大

多
数
ほ

､

哲
学
上
の

教
育
が

な

く
､

そ

れ

故
に

､

形
而
上

学
的
唯

物
論
の

と

り
こ

.
と

な
っ

て

し

ま

う
｡

む

ろ

ん
､

こ

れ

ら
の

人
々

の

な

か

の

小

部
分
だ

け
が

､

こ

の

こ

と

を

あ

か

ら

さ

ま

に

認
め

る

勇
気
と

真
理

愛
と

評

を

持
っ

て

い

る
｡

そ

れ

よ

り

も

多
い

人
々

は
､

今
ま
で

の

信
仰
を

持
っ

て

( 13 3 ) 書

い

る

ふ

り

を

す
る

｡

更
に

ず
っ

と

多
数
の

人
々

ほ
､

五
パ

ー

セ

ン

ト

の

信

仰
と

九
五
パ

ー

セ

ン

ト

の

不

信
仰
と
の

混
合

物
の

よ

う
な

も
の

を

身
に

つ

け

る
｡

し
か

し
､

こ

の

場
合
で

も
､

信
仰
の

パ

ー

セ

ン

ト

が

次
第
に

少
な

く

な
っ

て

行
く
こ

と

は

確
実
で

あ

る
｡

我
々

は
､

形
而
上

学
的
唯
物
論
が

ま

す
ま

す
盛
ん
に

な
っ

て

行
く

時
代
に

い

る
｡

し

か

し
､

こ

の

唯
物
論

は
､

倫
理

学
を

生

長
さ

す
こ

と

が

で

き

な
い

｡

そ

れ

は
､

頭
脳
部
分
の

物

理

運
動
を

義
務
の

根
漁
と

認
め

る

こ

と

は

で

き

な
い

か

ら
で

あ

る
｡

す
べ

て

が

物
理

原
因
と

必

然
的
で

物
理

的
な

結
果
と
の

連
結
と

い

う
こ

と

に
.
な

る

か

ら

で

あ
る

｡

す
な
わ

ち
､

い

わ

ゆ

る

｢

強

者
の

権
利
+

(

河
e

O

E
n
b
∽

S
t

野
村
e

蒜
n
)

だ

け

と

な

る
｡

そ

れ

故
に

､

我
々

は
､

倫
理

的
虚
無
主
義

へ

､

ア

ナ
ー

キ

ー

ヘ

､

動
物
の

世
界
に

あ

る

よ

う
な

､

残
忍
な

､

全
く

無

拘
束
な

暴
力
の

支
配
へ

､

向
っ

て

進
む
の

で

あ

る
｡

さ
て

､

カ

ト

リ

ッ

ク

の

ま

た

新
教
の

牧
師
が

す
る

日

曜
の

説
教
で

も

何

の

き

き

目
も

な
い

多
数
の

疑
い

深
い

人
々

に

対
し

て
､

牧
師
の

代
り

に
､

ひ

と
が

､

従
来
の

哲
学
の

重

要
な

著
作
を

手
が
か

り

と
し

て
､

形
而
上

学

ま

た

倫
理

学
に

つ

い

て

何
か

講
演
す
る

と

し

よ

う
｡

講
演
者
が

空
間
と

か

時
間
と

か

ほ

純

粋
な

直
観
形
式
に

す
ぎ

な
い

､

ま

た
､

び

と

は

道
徳
上
の

義
務
を

人

間
愛
と
か

同
情
と

か

か

ら

で

な

く
､

道

徳
律
そ

の

も
の

の

た

め

に

守
ら

ね

ば

な

ら

な
い

､

と
､

僅
か

の

時

間
､

説

明
す
る

か

し

な
い

う
ち

に
､

聞
く

人
の

一

人
は
こ

っ

そ

り

出
て

行
く
し

､

二

人

目
の

人
は

眠
り

こ

む

し
､

三

人

目
の

人

ほ

も

う
講
に

注
意
せ

ず
に

､

自
分
の

家
計
と

か

金
の

や

り

く

り

と

か

に

思
い

を

い

た

す
だ

ろ

う
｡

そ

し

て
､

そ

の

次
の

講
演
に

は

殆
ん

ど

誰
も

席
に

い

な
い

だ

ろ

う
｡

カ
ン

ト

ま
た

カ

ン

ト

に

依
存
す
る

も
の

す
べ

て

を

問
わ

な
い

と

し

て
､

ひ

と
が

､

知
識
欲
に

燃
え

た

人
々

を
､

古
い

神
の

証
明

､

す
な

わ

ち
､

幾

何
学
的
方
法
で

証
明
さ

れ

た

合
理

的
倫
理

学
で

退
屈
さ

せ

た

り
､

神
ほ

全

知
全
能
で

あ

る

か

ら

す
ぺ

て

の

罪
に

責
任
が

あ

る

と
い

う

神
へ

の

非
難
を

弁
護
し

た

り
､

ラ

イ

ブ
エ

フ

ツ

と

共
に

､

こ

の

世
が

､

た

と

え

創
造
者
の

O
V

全
知
全
能
が

ど

う
あ

ろ

う
と

も
､

可
能
な

世
界
の

な

か
で

最
も

善
い

も
の

甜
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で

あ

る

と
い

っ

て
､

こ

の

世
の

恐
ろ

し
い

悲
し

み

に

つ

い

て

人
々

を

慰
め

よ

う
と

す
る

な

ら

ば
､

聞
き

手
に

対

す
る

効
果
は

少
し

も

前
よ

り
も

よ

く

な

ら

な
い

だ

ろ

う
｡

カ

ン

ト

の

後
継
者
の

う
ち
の

一

人
で

あ
る

シ

ョ

ー

ペ

ン

ハ

ウ
エ

ル

は
､

広
い

範
囲
で

も
､

興
味
と

同
情
並
に

隣
人
愛
の

気
高
い

感
動
と

を

呼
び

起

し

得
る

だ

ろ

う
｡

ド

イ
γ

セ

ン

ほ
シ

ョ

ー

ペ

ン

ハ

ウ
エ

ル

を

｢

あ

ら

ゆ

る

哲
学
者
の

な

か

で

最
も

キ

リ

ス

ト

教
的

な

哲

学

者
+

と

呼
ん

だ
｡

し

か

し
､

こ

の

湯
合
で

も
､

空
間
と

時
間
と
が

表
象
に

す
ぎ

な
い

と
の

主
張
と

か
､

シ

ョ

ー

ペ

ン

ハ

ウ
エ

ル

の

数
学
に

対

す
る

し

く
じ
っ

た

立

場
と

か

を

問
題
と

し

な
い

で

も
､

生
に

対

す
る

盲
目
的
意
思
が

全
能
で

あ

る
に

か
か

わ

ら

ず
､

世
界
に

は

苦
し

み

ま

た

退
屈
が

支
配
し

､

最
良
な

も

の

と

ほ

破

壊
で

あ
る

と

い

う
こ

と

に

な

れ

ば
､

世
界
の

本
質
と

し

て

の

生

に

対

す
る

盲
目
的
意
思
へ

の

信
仰
は

､

ど
の

よ

う
な

説
得
力
と

ど

の

よ

う
な

慰
め

と

を

与
え
る

だ

ろ

う
か

｡

講
演
会
の

ベ

ン

チ

は
､

第
二

回
の

と

き

に

は

か

ら

っ

ぼ

で

は

な
い

だ

ろ

う
が

､

一

〇
回

目
の

会
ま

た
ほ

二

〇
回

目
の

会
に

ほ

か

ら
っ

ぼ

に

な

ろ

う
｡

そ

し

て
､

失

敗
で

あ

る

と
い

う
こ

と

は
､

結
局
に

お
い

て
､

同
じ
で

あ
る

｡

多
数
の

人

を

喜
ば

し
た

り

楽
し

ま

し

た

り

す
る

講
演
を

立
案
す
る

こ

と

が

哲
学
の

任
務
で

な
い

こ

と

ほ
､

力
説
し

す

ぎ

る

こ

と

は

な

い

｡

哲
学

が
､

人

類
に

で

き
る

か

ぎ

り
､

真
理

を

究

明
し

､

普
遍
妥
当
な

も
の

を

数

え
､

す
べ

て

の

国
民

と

時
代
と

の

精
神
上

の

基
礎
を

作
ろ

う
と

す
る

な

ら

ば
､

哲
学
は

学
問
的
で

な

け

れ

ば

な

ら
な

い
｡

そ

し

て
､

さ

し

当
っ

て

学

問
上
の

教
養
を

受
け

た

人
々

だ

け
に

訴
え

る

こ

と

が

で

き

る
｡

し
か

し
､

哲
学
が

､

宗
教
と

同
じ

ょ

う
に

､

一

般
の

人
々

に

適
当
な

方
法
で

近
づ

き

や

す
く

な
る

こ

と

が

で

き
､

大
衆
を

唯
物
論
か

ら

離
し

､

精
神
的
な

も
の

ま

た

道
徳
的
な

も
の

を

畏
敬
す
る

よ

う
に

す
る
こ

と
が

で

き

る

よ

う
な

成

果
を

示
す
こ

と
が

で

き

な
い

な

ら
､

哲
学
は

そ
の

重

安
な

任
務
を

解
決
し

た

と

は
い

え

な
い

｡

今
ま
で

述
べ

た

こ

と

を

見
渡
す
と

､

我
々

は
､

哲
学
は

今
日

ま
で

に

沢

山
の

文
献
を

積
み

上

げ
た

け

れ

ど

も
､

ま

だ

未
解
決
の

大
き

な

問
題
に

当

面
し

て

お

り
､

そ

れ

を
ど

う
し

て

解
決
で

き

る

か

検
討
し

､

そ

し

て
､

こ

れ

を

解
決
し

ょ

う
と

し
な

け
れ

ば

な

ら

な
い

と
い

う
確
信
を

持
つ

こ

と

が

で

き

る
｡

す
べ

て

を
い

っ

ぺ

ん

に

善
く
し

よ

う
と

す

る
こ

と

は
､

一

個
人
の

力
を

果
て

し

な

く

越
す
だ

ろ

う
｡

し

か

し
､

こ

の

任
務
が

偉
大
で

あ

り

ま
た

神

聖
で

あ

る
こ

と
が

､

心
の

中
で

そ

う
す
る

よ

う
に

追
い

た
て

ら
れ

て

い

る

と

感
じ

る

人
々

を

し
て

､

自
分
の

果
た

し

得
る

最
上
の

も
の

を

寄
与
し
ょ

う
と

す
る
こ

と

を

正

当
化
す
る

の

で

あ

る
｡

そ
こ

で
､

私
は
こ

の

本
を

公
に

し
､

計
画
し

て

い

る

著
作
全
部
を

将
来

出
版
す
る

第
一

歩
と

す
る

の

で

あ

る
｡

若
し

､

こ

の

著
作
を

完
成
す
る

こ

と

が

で

き

た

ら
､

そ

れ
ほ

､

哲
学
の

一

千
の

体

系
と

並

ん
で

一

千
一

番
目

の

体
系
と

な

る

だ

ろ

う
｡

今
こ

こ

に

あ
る
こ

の

書
物
は

､

そ

れ

を

吟
味
し

な

け
れ

ば

学
問
的
な

基
礎
の

あ
る

実
質
哲
学
が

独
立
し

て

説
明

さ
れ

な
い

は

ず
の

､

認
識
の

重

要
問
題
を

取
扱
う
の

で

あ

る
｡

こ

の

書
物
は

､

認
識

問
題
を

軽
ん

ず
る

見
方
と

､

認
識
問
題
の

う
ち
に

立
ち

往
生

す
る

見
方
と

の

中
間
に

､

正

し
い

道
を

見
い

だ

そ

う
と

す
る

｡

そ
の

よ

う
な

次
第
で

あ

る

か

ら
､

こ

の

書
物
は

､

こ

れ
だ

け
で

全
く

完
結
し

た

全
体
で

あ
る

｡

こ

の

本
は

､

び

と

が
こ

れ

か

ら
こ

れ

を

哲
学
の

方
面
で

ど
の

よ

う
に

発
展
さ

3 7()

･
軌

ヽ

瓜
甲
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一
甲

せ

る

か

と
い

う
こ

と

に

関
係
な

く

存
在
す
る

｡

ま

た
､

私
が
こ

れ

を

将
来

の

著
作
で

継
続
し
そ

し

て

完
成
で

き

る

か

ど

う
か

と
も

関
係
な

く

存
在
す

る
｡

諸
科
学
が

ま

す
ま

す

専
門
化
し

文
献
が

ふ

え

る
の

で
､

一

般
哲
学
上
の

努
力
ほ

世
代
の

進
む
に

従
っ

て

ま

す
ま

す
困

難
に

な

る
｡

そ
の

結
果

､

哲

学
に

お

い

て

誤
謬
に

お

ち
い

る

危
険
が

､

個
々

の

諸
科
学
よ
り

も

造
か

に

大
き
い

よ

う
に

な

る
｡

し
か

し
､

狭
い

科
目

を

ふ

く

め

て

す
べ

て

の

部
門

で
､

学
問
の

歴
史
は

誤

謬
の

歴
史
で

あ

る
､

と

の

命
題
が

行
な

わ
れ

て

い

る
｡

そ

し
て

､

そ

れ

に

も

か

か

わ

ら

ず
､

自
然
科
学
と
工

学
と

は
､

沢
山

の

誤

謬
を

通
っ

て

感
嘆
す
べ

き

業
績
に

達
し
た

｡

そ

し

て
､

こ

の

業
績
ほ

す
べ

て

が

必

ず
し

も

誤
謬
で

は

な

か
っ

た

と
い

う
こ

と

を

証
明

し

た
の

で

あ

る
｡

そ

れ

故
に

､

学
問
と

精
神
上
の

創
作
と
の

全
部
門
で

誤

謬
を

通
っ

て

進
歩
す
る
こ

と
が

で

き
る

に

違
い

な
い

｡

私
が
こ

の

著
作
で

誤
り

を

お

か

せ

ば
､

そ
の

誤
り
が

将
来
の

進
歩
に

役

立
つ

も

の

で

あ
っ

て

も

ら
い

た
い

｡

(

一

橋
大

学
講
師
)




