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モ

ン

テ

ー

ニ

ュ

に

お

け
る

現
実
認
識
と

人
間
の

発
見高

橋

誠

モ

ン

テ
ー

ニ

ュ

(

呂
-

c

ざ
①
-

計

呂
O

n
t

巴
g
ロ
e

-

-

訟
い

ー
一

浩
N

)

の

思
想

は
､

そ
の

思
想
の

発
展
が

論
理

化
さ

れ
る

と

と

も

に
､

は

じ

め
て

､

そ

れ

の

全
体

性
に

お

け
る

展
望
を

可
能
と

す
る

｡

こ

れ

ま
で

積
み

重

ね
ら

れ

て

き

た
モ

ン

テ

ー

ニ

ュ

研
究

･

解
釈
は

､

そ
の

思
想
の

内
部
に

現
わ

れ

た

か

れ
の

思
想
展
開
が

何
を

契
機
と
し

て

な
さ

れ

た

か
､

そ
の

転
換
の

論
理

は

何
か

､

に

か

ん

す
る

解
釈
に

規
定
さ

れ

て

い

る
､

と

考
え
ら

れ

る
｡

し

た

が

っ

て
､

モ

ン

テ

ー

ニ

ュ

に

お

け

る

思
想
の

発
展
の

論
理

と

構

造

は

何

か
､

と
い

う
課
題
を

解
く
こ

と

は
､

か

れ
の

思
想
の

一

回

性
･

特
質
を

決

定
し
て

､

そ
の

多
岐
に

し
て

豊
か

な

全
田

還
御

を

構
造

的
に

把
握
す
る

､

と

い

う
課
題
を

果
た

す
こ

と
に

通
じ
る

｡

従
来
の

モ

ン

テ
ー

ニ

ュ

研
究
は

､

『

エ

ッ

セ

ー
』

に

現

わ

れ

た

か

れ

の

(

1
)

思
想
が

三
つ

の

段
階
を

識
別
さ

せ

る

発
展
を

示

し

た
､

こ

と
を

一

致
し

て

証
認
し

て

い

る
｡

そ
れ

に

も
か

か

わ

ら

ず
､

か

れ
の

ス

ト

ア

主
義
的

一

俵

(

2
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疑
主
義
的

･

自
然
主
義
的
(

(

第
三

巷

時

代
)

)

思
想
諸
段
階
が

､

ど

の

よ

ぅ
に

し

て

発
生

し
､

か

れ

の

思
想
が

ど
の

よ

う
な

論
理
に

媒
介
さ

れ
て

発

展
を

遂
げ

た
か

､

と
い

う
問
題
に

つ

い

て

は
､

さ

ま

ざ

ま

な

相
異
た
る

見

中

叶

解
を

示
し

て

き

た
｡

そ
の

解
釈
の

多
様
性
は

､

モ

ン

テ

ー

ニ

ュ

解
釈
の

多

様
性
に

対

応
す
る

｡

こ

の

意
味
に

お
い

て
､

モ

ン

テ
ー

ニ

ュ

に

お

け
る

思

想
の

発
展
の

論
理

と

構
造
と

は

何
か

､

と
い

う
モ

ン

テ

ー

ニ

ュ

研
究
の

も

っ

と

も

重

要
な

課
題
の

び

と
つ

は
､

未
解
決
で

あ
る

､

と
い

え

る
｡

(

1
)

ラ

ド

ゥ

ア

ン

は
､

こ

の

発
展
の

様

相
を

も
っ

と

も

簡

明
に

の

ぺ

て

い

る
､

｢

か

れ

は
､

ま

ず
､

し

ば
し

で

は

あ

る

が

熱

狂

的

に
､

人

生
の

生

き
方

を

苦
難

や

死

を

蔑
視

す
る

こ

と

を
､

自

分
に

教

え
て

く

れ

る

よ

う
､

ス

ト

ア

哲

学

者
た

ち
に

求
め

て

い

た
｡

つ

ぎ
に

､

批

判

的
な

検
証

の

時

代

に

あ
っ

て
､

か

れ

は
､

人

間

理

性
の

倣

慢
を

挫

く

た

め

に
､

懐

疑
主

義
に

訴

え
て

い

た
｡

第
三

の

そ

し
て

最

後
の

傾
向

は
､

自

己
の

確

信
へ

と

向

う
｡

か

れ

は
､

結
論
と

し
て

､

自
然
の

哲

学
に

執
着

す
る

に

い

た

る
+

と
｡

河
2

β
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搾
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p
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(

2
)

こ

れ

ら
三

つ

の

思

想

段

階

は
､

モ

ン

テ

ー

ニ

ュ

が

み

ず
か

ら

傾

倒
し

た

思

想

家

か

ら

み

れ

ば
､

セ

ネ

カ
､

ピ

エ

ロ

ー

そ

し
て

ソ

ク

ラ

テ

ス

の

思

想

に
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応

す

る
｡
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の
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･
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､
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末
を

参

照
｡

本
稲
の

課
題
は

､

以

上
の

二

つ

の

課
題
意
識
に

基
づ

い

て
､

モ

ン

テ
ー

ヽ

ヽ

ヽ

ニ

ュ

に

お

け

る

思
想
の

発
展
過
在
を

論
理

化

し
て

､

こ

の

論
理

を

仮
設

的

(

昌
)

に

提
示

す
る

こ

と
で

あ
る

｡

っ

J

(

3
)

モ

ン

テ

ー

ニ

ュ

の

テ

キ

ス

ト

は
､

つ

ぎ

の

版
に

依

拠

し
､

以
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一

現
実
認
識
と
ス

ト
ア

主
義

･

懐
疑
主
義

モ

ン

テ
ー

ニ

ュ

の

思
想
は

､

か

れ

自
身
の

現
実
認
識
の

構
造
そ

れ

自
体

か

ら

発
展
の

契
機
を

与
え

ら

れ
､

(

妄
断
(

勺
→

釘
○

ヨ
p

妄
U

ゴ
)

を

香
定
す
る

と
い

う
志
向
〉

の

弁
証
法
的
な
展

開
を

と

お

し
て

､

発
展
を

遂
げ

る
｡

そ

し

て
､

こ

の

発
展
過
程
を

貫
く

中
核
的
な

範
疇
は

､

理

性
概
念
と
こ

れ

と

相
関
関
係
に

あ
る

自
然
概
念
と
で

あ

る
｡

〔

モ

ン

テ

ー
ニ

ュ

の

現
実
認
識
〕

モ

ン

テ
ー

ニ

ュ

が

思
索
を

開

始
し

て

か

ら

死
に

い

た
る

時
代
の

フ

ラ

ン

ス

は
､

宗
教
戦
争
(

-

誅
N

～
-

∽

巴
)

と
い

う
､

中
世
な
る

も

の

の

拒
絶
に

か

け

た
､

人

間
の

全
生

活
領
域
に

か

か

わ

る

あ

ら

わ

な

階
級
闘
争
に

貫
か

れ

て

い

る
｡

改
革
派
は

､

終
始

､

信
仰
の

自

由
を

そ
の

要
求
と

し
て

か

か

げ

(

一

五

七
二

年
､

サ

ン

･

パ

ル

テ

ル

ミ

ィ

の

大

虐

殺

を

機
に

､

政

治

的
自

由
の

要

求

が

こ

れ

に

加

わ
る
)
､

あ

く
ま

で

信
仰
の

た

め

に

闘
っ

た
｡

こ

の

観
念

の

た

め
の

戦
い

は
､

し
か

し
､

観
念
の

た

め
の

戦
い

と

し
て

顕
現
し

た
､

(

1
)

そ

の

基
底
に

あ
る

階
級
の

た

め
の

戦
い

で

あ

る
｡

宗
教
戦
争
の

歴
史
的
意

味
は

､

信
仰
の

争
い

に

沈
澱
し
て

い

た

階
級
の

争
い

の

意
味
の

う
ち
に

あ

る
｡

ユ

グ

ノ

ー

戦
争
は

､

し

た
が

っ

て
､

い

わ

ゆ

る

封
建
的
危
機
を

迎
え

(

5
)

た

後
の

階
級
的
再
編
成
の

時
代
に

相
即
し

､

新
興

･

旧

領
主
階
級
と
こ

の

(

6
)

階
級
か

ら
の

経
済
的
独
立

を

企
図
す
る

農
民

･

手
工

業
者
た

ち
と
の

階
級

〃.4

闘
争
な
の

で

あ

る
｡

神
の

問
題
が

す
べ

て

に

優
先
し

た

時
代
で

あ
る

と

は

い

え
､

も

し
､

物
質
的
な

利
害
の

要
求
に

把
持
さ

れ

ず
に

､

信
仰
の

白
由

の

獲
得
が

戦
い

の

全
動
機
で

あ
っ

た

と

す
る

な

ら
､

お

そ

ら

く
､

三

十

年

に

わ

た
る

あ
の

俄
烈
な

闘

争
を
か

れ

ら
は

戦
い

き

れ

な

か
っ

た

で

あ

ろ

1

フ
0(

4
)

こ

の

点
､

ド

イ

ツ

農

民

戦

争
(

-

治
阜

～
-

治
山

)

と

同

じ

性

格
を

も
つ

｡

○

巾
.

エ

ン

ゲ
ル

ス

『

ド

イ

ツ

農
民

戦

争
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､

マ

ル

ク

ス
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エ

ン

ゲ
ル
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選

集
､

第
十

六

巷
､

大

月

書

店
､

胃
･

-

♪

N

N
)

N

山
}

N

¢

(

5
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O

f

.
高
橋
幸

八

郎

『

市
民

革

命
の

構

造
』

お

茶
の

水

書

房
､

昭

和
三

三

年
､

や
p

.

-

O
N

-

ご
チ

封

建

的

危

機
の

原

因
の

ひ

と

つ
､

価

櫓

革

命
に

つ

い

て

は
､

大

塚

久

雄

『

近

代

欧

州
経

済
史

序

説
』

上

の

一

､

弘

文

堂
､

昭

和
三

三

年
､

廿

り

い

N

～

窒
}

畠
～

毛
･
フ

ラ

ン

ス

の

場

合
､

商

人
･

上

層

市

民

は
､

産

業
資

本
の

担
い

手

と

な
る

こ

と

な

く
､

多
く

､

寄
生

地

主
･

土

地

貴
族
に

転

換

す
る

｡

モ

ン

テ

ー

ニ

ュ

の

曾

祖

父
､

河
a

ヨ
O

n

H
)

占
仁
e

ヨ

(

-

蓋
N

～
}

烏
∞
)

は
､

そ

の

一

例

で

あ
る

｡

(

6
)

ユ

グ

ノ

ー

の

階
級

構
成

は
､

こ

れ

ま
で

の

と

こ

ろ
､

か

な

ら

ず

し

も

明

確
で

は

な
い

｡

し

か

し
､

一

五

六

〇

年

頃
に

は

カ

ル

ダ
ァ

ン

派

教

会
の

会

員
数
は

､

一

〇

万

あ

る

い

は
三

〇

万
､

ナ

ン

ト

の

勅

令

の

頃

に

は
､

一

二

〇

万
､

と
い

わ

れ

る

(

松

田

智

雄

『

宗
教

改

革
』

至

文

堂
､

昭

和
三

六

年
､

廿

匂

ロ
ー

巴
)

}

ご
)

事

実
か

ら
み

て

も
､

ユ

グ

ノ

ー

の

ほ

と

ん
ど

は

農
民

･

手
工

業
で

あ
っ

た
､

と

推
定

さ

れ

る
｡

カ

ル

ダ
ィ

ニ

ス

ム

の

浸

透
し

た

階

層

は
､

第
一

に
､

手

工

業

ヰ

¢
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者
･

商

人
で

あ
る

(

マ

ッ

ク

ス

･

ウ
エ

ー

バ

ー

『

プ

ロ

テ

ス

タ

ン

テ

ィ

ズ

ム

の

倫
理

と

資
本
主

義
の

糖
神
』

岩

波

文

庫
､

上
､

ワ

N

p

手

工

業

者
に

つ

い

て

は
､

c
f

.

H
e

n

ユ

H
P

岳
e

→
-

J
P

m
O
n

訂
→
ロ
ー

t

か

d

ロ

㍍
く
甘

巴

㌢
-

e
-

勺
か

ご

H

A
】

旨
ロ

)
-

巴
○

､

p

.い

N

)

｡

第
二

に
､

農

民

(

高

橋

幸

八

郎

○

ワ

C
-

t

.〉

勺
p
.

ご
n

～
-

-

¢
)

で

あ

る
｡

当

時
の

産
業

形

態

は

半

農

半
工

を

支

配

的

と

し

た

か

ら
､

手
工

業

者
は

同

時

に

豊
民
で

あ
っ

た
｡

ガ

イ
ゼ

ン

ド

ル

フ

作

成
の

｢

一

五

四

九

-
六

〇

年
に

ジ

ュ

ネ

ー

ブ

に

亡

命
し

た

プ

ロ

テ

ス

タ

ン

ト
+

の

分

布
図

､

お

よ

ぴ
､

サ

ミ

ュ

エ

ル

･

ム

ー

ル

師

作

成

｢

一

五

六

二

年
に

お

け
る

フ

ラ

ン

ス

改

革

派

教

会

分

布
図
+

(

『

世

界
の

歴

史
』

筑

摩

書

房
､

九
､

竹

中

N

N

00

)
N

い

い

)

は
､

工

業
の

発

達
の

早
い

北
フ

ラ

ン

ス

に

劣

ら

ず
､

農
業
の

優

勢

な

南
フ

ラ

ン

ス

に

も
､

カ

ル

ダ
ィ

ニ

ス

ト

が

密

集
し

た

こ

と

を

明

ら
か

に

し
て

い

る
｡

他
方

､

十
六

世
紀
フ

ラ

ン

ス

は
､

こ

の

宗
教
的
階
級
対

立
の

間
隙
を

縫

い

あ

る

い

は
こ

れ

を

利
用
し
て

､

王

権
が

中
央
集
権
的
国
家
統

一

へ

と

確

実
な

歩
み

を

進
め

､

ア

ン

リ

四

世
の

即
位
(

こ
∽

¢

)

に

始
ま

る

絶
対

主
義

の

準
備
期
に

あ

た
っ

て

い

る
｡

階
級
対
立

を

そ
の

基
底
と

し
た
ル

ネ
γ

サ
ン

ス
､

宗
教
改
革

､

絶
対

主

義
へ

の

移
行
な

ど
の

一

連
の

社
会
的
文
化
的
政
治
的
な

激
動
は

､

神
学
的

形
而
上

学
が

生
の

あ

ら

ゆ
る

領
域
を

そ
の

支
配
下
に

収
め

て

い

た

中
世
へ

の
､

全
時
代
的
な

対

決
､

そ

し
て

､

そ
の

克
服
の

過
程
な

の

で

あ

る
｡

古

い

価
値
観
に

と
っ

て

か

わ
る

あ

ら

た

な

価
値
体
系
の

出
現
を
い

ま

だ

み
て

い

な

い

こ

の

現
実
が

､

ど
れ

ほ

ど

に

深
く

か
つ

広
く

振
幅
し

た

か

は
､

モ

(

7
)

ン

テ

ー

ニ

ュ

白
身
が

こ

れ
を

鮮
か

に

伝
え
て

い

る
｡

し

か

も
､

こ

の

動
揺

竹

紬

は
､

社
会
的
な

次
元
に

の

み

限
定
さ

れ

る

こ

と

な

く
､

人
び

と

の

内
界
を

も

深
く

貫
い

た
｡

(

7
)

フ

ァ

ゲ

が

そ

う

し
た

よ

う
に

､

か

れ

に

は

｢

時

代
の

描

出
者
+

と
い

う

評

価
を

も

与

え
る

こ

と

が

で

き

る
｡

○

巾

.
H

2
-

-

e

句
p
昨

日
e
{

〉

∽
e
-

N

㌫
ヨ
e

巴

㌢
-

e
､

出
○

首

ぎ
ー

巻
い

一

句

や

蓋
叫

～

き
ぃ

.

こ

の

複
雅
な

現
実
に

対

面

し

た
モ

ン

テ

ー

ニ

ュ

は
､

理

性
を

､

旧

教

(

=

自

然
)

に

自
己

を

捧
げ
る

(

神
的
自
然
的
理

性
)

と
､

な

ん

ら

か
の

意
味
で

旧

教
(

=

自

然
)

か

ら

素
離
す
る

か

こ

れ

を

否
定
す
る

形
で

行
使

(

8
)

さ

れ

る

(

人

間
的
理

性
=

妄
断
)

(
▲

胃
か

琶
2
p
t

-

O

n
)

と
の

二

範
疇
(

理

(

9
)

性
の

二

重

性
)

に

よ
っ

て

把
握
す
る

こ

と

に

よ
っ

て
､

こ

の

現
実
を

そ
の

理

性
観
に

基
づ

い

て

整
序
す
る

｡

す
な

わ

ち
､

第
一

に
､

こ

の

現

実

を

(

神
的
自
然
的
理

性
)

･

(

妄
断
)

の

両
理

性
の

対

立
に

集
約
さ

せ
､

新
･

旧

両
キ

リ

ス

ト

教
の

対

立

と

し
て

規
定
す
る

｡

第
二

に
､

陰
謀
と

流
血

と

死
と
の

間
断
な

き

継
起
で

あ
る

宗
教
戦
争

･

社
会
的
無
秩
序
の

原
因
を

､

(

壕
断
)

に
､

そ

し
て

､

こ

の

(

妄
断
)

に

よ
っ

て

う
み

出
さ

れ

た

新
教

主
い

誠
に

求
め

た
｡

こ

の

こ

と

は
､

モ

ン

テ
ー

ニ

ュ

が

｢

ル

ネ
γ

サ

ン

ス

人
+

で

あ

る

こ

と
の

一

つ

の

指
標
を

提
供
す
る

で

あ

ろ

う
｡

(

8
)

(

9
)

拙

稿

｢

モ

ン

テ

ー

ニ

ュ

に

お

け

る

｡

七
ヰ
か
∽

C

m

嘗
-

○
ロ

｡

の

概
念
に

つ

い

て
+

『

一

橋
論

叢
【. コ

第

五

二

巻

第
一

号
■｡

○

〔

拙

稿

｢

モ

ン

テ

ー

ニ

ュ

に

お

け

る

理

性
の

二

重

性
と

そ

の

現

実

認

識
の

構

造
+

『

一

橋

研

究
』

第

九

号
､

一

九

六
二

年
､

甲

N

ソ

後
者
の

小

論

に

お

け
る

､

『

レ

モ

ン

･

ス

ボ

ン

の

弁

護
』

を

資

料
と

し

て

再

構

成

さ

れ

た

か

れ

の

現

実

認

識
は

､

そ

の

枠

組

は

か

わ

ら

な

い

と

し

て

も
､

い

く
つ

か

の

訂
正

部
分

を

も
つ

｡

し

か

し
､

そ

こ

に

は

必

要

最

4 上5
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小

限
の

資

料

は

提

出
さ

れ

て

い

る
｡

モ

ン

テ

ー

ニ

ュ

は
､

十
∴

ハ

仲
氾
■の
社
会
的
無
秩
序
が

こ

の

(

妄
断
)

に

起
因
す
る

､

と

判
断
す

ウ

リ

■"

こ

の

判
断
は
つ

ぎ
の

よ

う
に

な

さ

れ

る
｡

凱

一

に
､

宗
教
改

耶
･

礼
人
ム

仙
無
秩
序
を

ひ

き

起
こ

し

た

の

は
､

人

間
の

倣
慢
(

○

ぷ
ロ
e

こ
)

で

あ

り
､

第
二

に
､

こ

の

倣
慢
を

基
礎
づ

け
る

の

は
､

(

妄
断
)

で

あ
る

､

と

い

う
論
理

が

こ

れ
で

あ
る

｡

(

妄
断
)

は
､

モ

ン

テ

ー

ニ

ュ

に

と
っ

て
､

人

間
の

本
㌍
で

あ

る
｡

し

た

が
っ

て
､

こ

の

(

妄
断
)

を

起
因
と

す
る

宗
教
改

革
･

祉
人

ム

的

無
秩
序

は
､

人

間
の

自
己

自
身
の

対

象
化
で

あ
る

｡

他
力

､

二

の

序
は

､

多

く

の

人

び

と
に

｢

罪
､

病
､

迷
い

､

困
難
+

｢

不

安
､

悲
し

み
､

野

心
+

(

i

l

-
-

N
-

苔
や

い

誌
)

な

ど

の

悪

徳
を

呼
び

起
こ

し

た

げ

か

り

で

は

た

く
､

多
く
の

人
び

と
の

多
量
な

流
血

と

死
と

を
も

た

ら

し
て

い

る
｡

こ

こ

で

か

れ

は
､

人

間
た
ち

が

神
の

名
に

お
い

て

臼
己
山

利
小

ナ
ビ

正

当

化

し
て

得
た

果
報
が

み

ず
か
ぃ

り

の

小

市

悩
と

そ
の

黙
の

新
城

√

∵

あ
っ

た
､

と

糾

群
す

(

1 0
)

る
｡

自
己
の

対
仙

ぺ

化
が

ひ

る

が

え
っ

て

〓
己
十

補
ぃ

･八

す

る
｡

(

1 0
)

こ

の

発

想
は

､

か

れ
の

現

実

認

識
に

織
り

込

ま

れ

た
三

つ

の

既

成
の

発

想

法
､

ス

コ

ラ

哲

学

(

↓
理

性
の

二

重

性
)

､

キ

リ

ス

ト

教
､

ス

ト

ア

哲

学
に

由

来

す
る

そ

れ

ら
の

う

ち
､

後
二

者

に

依
る

｡

旧

教

に

反

抗

す
れ

ば

罰

せ

ら

れ
る

､

と
い

う
よ

り

旧

約
的

な

発

想
､

反

自

然

は

苦

悩
の

原

因
で

あ

る

(

｢
n

∽

∽
叶

○
}

c

訂
ロ
∽

-

{

e

已
e

仏

n

F
O

-

巴
払

-

)

P
→

甘
P

コ

ピ

コ
ー
ー

ー
ー

ヮ

亡
.
句
一

)

-

ま
り

〉

匂

り

諾
･

⊥
芯

-

-

○

こ
､

と
い

ぅ
■
発

想
が

そ

れ

で

あ

る
｡

後

者

が

支

配

的
で

あ

る
｡

す
な

わ

ち
､

か

れ

は
､

か

た

く

な

な

不

寛
容
と

ぉ

び

た

だ

し
い

流
血
の

う
ち

に

黙
約
的
に

表
現
さ

れ

た

現

実
の

姿
を

､

(

妄
断
に

よ

る

倣

慢
を

殊

介
と

し

た

人

偶
の

自
己

呑
定
)

と

し
て

定
着
し

た
｡

こ

の

叫

公
認

識
は

､

一

五

七
五

年
以

後
一

五

八

〇

年
以

前
の

か

れ

に

特

汀
の

も
山

で

は
な

く
､

終
生

､

か

れ

が

抱
き

続
け

た

現

実
認
■
識
で

あ

る
｡

か

れ

は
､

一
五

八
六

～
一

五

八

八

年
に

書
か

れ

た
エ

γ

セ

ー

で
､

｢

(

b
)

こ

の

度
の

戦
い

も

ま

た
､

自
己

に

対

立
し
て

､

自
己

自
身
の

毒
に

よ
っ

て
､

〓
己

に

咽
み

つ

き
､

自
己

を

破
懐
す
る

｡

そ

れ

は
､

本

来

的
に

悪

意
に

満
ち

か

つ

破
壊
的
で

あ

る

か

ら
､

自
己
を

滅
ぼ

す
と

同
時
に

他
を
も

滅
ぼ

し
､

維
乱
に

よ
っ

て

自
己
を

ひ

き
さ

き
､

ば

ら

ば

ら
に

す
る
+

(

i

}
Ⅰ

【
-

N
-

〓
か

○

と
の

ぺ

て

い

る
｡

こ

の

テ
キ

ス

ト

は
､

(

妄
断
)

を

｢

自

己

自

身

の

蒜
+

と

換
言
し
て

､

か

れ
の

現
実
認
諺
が

な
お

(

妄
断
)

に

ょ

る

人

間

の

自
己

∩
身
に

よ

る

自
己

否
定
に

あ
る

､

こ

と

を

明

示

し
て

い

る
｡

現
実

認

識
の

桜
を

形
成
す
る

(

豪
断
)

は
､

こ

の

意
味
に

お
い

て
､

モ

ン

テ

ー

ニ

ュ

を

現
実
に

媒
介
す
る

接
点
な
の

で

あ
る

｡

モ

ン

テ
ー

ニ

ュ

の

う
ち

に

は
､

こ

の

現
実
認
識
を

獲
得

す

る

と

同

時

に
､

主
体

的
に

し

て

横
根

的
な

思
想
の

営
為
に

働
く

基
本
的
な

作
動
因
が

う
ま

れ
る

｡

(

妄
断
に

よ

る

倣

慢
を

媒
介
と
し

た

人
間
の

自
己

香

定
)

か

ら

人

間
を

解
放
す
る

と
い

う
､

(

妄
断
の

否
定

･

除
去
へ

の

志

向
)

が

そ

れ
で

あ
る

｡

こ

の

場
人
U

､

こ

の

志
向

は
､

か

れ

が

お

そ

ら

く

は

無
意
識
の

う
ち

に

留
伏
し
て

行
使
す
る

､

批
判
的
理

性
の

作
為
で

あ

る
｡

モ

ン

テ

ー

ニ

･
ユ

は
､

現
実
を

認
識
し

､

そ

の

認

識
に

基
づ

い

て

現
実
に

働
き

か

け
る

用
意
を

完
了

す
る

｡

現
実
認
識
の

構
造
か

ら

必

然
化

さ

れ

た
､

(

妄
断
)

の

否
定

･

除
去
へ

の

志
向

､

の

発
生
は

､

す
で

に
､

か

れ
の

思
想
が

あ

ら

た

な

段
階
に

到
達

し

た
こ

と
の

明

白
な

指
標
で

あ

る
｡

こ

の

段
階
に

い

た
っ

て
､

か

れ

の

恩

_

鵬

卓上β



( 9 9 ) 研 究 ノ ー ト

憩
は

､

第
一

に
､

ス

ト
ア

主
義
的
思
想
傾

向

を

す
で

に

克

服

し
､

第
二

に
､

懐
疑
主
義
に

傾
斜
し

て

い

る
｡

〔

ス

ト

ア

主
義
と

懐
疑
主
義
〕

モ

ン

テ

ー

ニ

ュ

に

お

け
る

支
配
的
な

ス

ト

ア

主
義
的
思
想

傾
向

は
､

理

性

的
な

思

惟
の

鍛

練
･

｢

死
の

召
か
･

日

臣
-

t
飢

巨
｡

ロ
+

(

H

-
N

O

ニ
ー

○
)

に

ょ
っ

て
､

ス

ト

ア

哲
学
の

い

う
宇
宙
の

合

目
的
性
を

認
識
し

､

こ

の

認

識
に

よ
っ

て
､

現
実
か

ら
た

え

ず
迫
ま

る

死

(

11
)

の

脅
威
を

克
駁
す
る

､

と
い

う
現
実
か

ら

強
い

ら

れ

た

所
産
で

あ

る
｡

し

た
が

っ

て
､

そ
の

思
想
の

特

徴
は

､

ス

ト

ア

主
義
の

追
思
惟
と

そ
の

既
成

倫
理
の

実
践
と
に

よ
っ

て
､

現
実
に

た
い

し
て

受
身
に

対

時
し
こ

れ

を

乗

(

1 2
)

切
る

､

と

い

う
主

観
性

･

受
動
性
に

あ
る

｡

(

u
)

已
･

『

エ

ッ

セ

ー
』

第
一

巻

第
一

四

二
一

〇

章
｡

(

1 2
)

c
h

･

ヘ

ー

ゲ
ル

『

小

論
理

学
』

放
村

一

人

訳
､

岩

波

文

庫
､

上
､

勺

p

.
-

聖
T

-
-

牟
N

.

し
か

し
､

ス

ト

ア

主
義
に

よ
る
こ

の

か

れ
の

受
動

性
は

､

逆
に

､

現
実

を

あ
る

が

ま

ま

に

観
察
す
る

透
徹
し
た

眼
を

か

れ

に

保

障
す
る

｡

現
実

は
､

死
の

脅
威
を

克
服
す
る

と
い

う
目

的
の

た

め

に
､

モ

ン

テ
ー

ニ

ュ

と

い

う
主
観
の

う
ち
で

､

繰
り

返
し

反
復
さ

れ

て

生

起
す
る

に

い

た
っ

た

か

ら

で

あ

る
｡

現
実
に

た

い

す
る
こ

の

受
動
性
は

､

た

と

え
そ

れ

が

よ

り

直

接
的
受
容
で

あ
る

に

せ

よ
､

同
時
に

､

あ
る

が

ま

ま
に

現
実
を

受
け

容
れ

る

豊
か

な

受
容
性
た

り
え

た

の

で

あ

る
｡

こ

の

ス

ト

ア

主
義
に

よ

る

迫
思
惟
を

媒
介
と

し
て

現
実
へ

の

リ
ア

ル

な

対

面
を

許
さ

れ
た
モ

ン

テ

ー

ニ

ュ

は
､

第
二

巻
第
十
二

革
『

レ

モ

ン

･

ス

ボ
ン

の

弁
護
』

に

い

た
っ

て
､

現
実
に

対

決
を

迫
ま

る

姿
勢
を

あ

ら

わ
に

す
る

｡

こ

の

受
動
性
か

ら

能
動
性
へ

の

転
化
は

､

現
実
の

仝
認
識
行
為
に

ヽ

妙

計

よ
っ

て

可
能
と
さ

れ

た
｡

つ

ま

り
､

こ

の

転
化
の

契
機
は

､

現
実
認
識
の

獲
得
で

あ

り
､

そ

し

て
､

そ
の

転
化
は

､

(

妄
断
の

香
定

･

除

去
へ

の

志

向
)

の

発
生
で

あ

る
｡

こ

の

志
向

は
､

現
実
を

働
き

か

け

る

対

象
と

し

て

設
定
す
る

｡

こ

こ

で
､

か

れ
の

支
配
的
な
ス

ト

ア

主
義
的
思
想
傾
向

･

精

微
は

､

克
服
さ

れ
､

同

時
に

､

宇
宙
の

合
目
的
性
に

基
づ

く
ス

ト

ア

哲
学

の

自
然
観
は

､

(

妄
断
)

の

対

概
念
と

し

て
､

か

れ
の

思

想
の

基
底
に

沈

着
し
て

､

(

妄
断
)

を

否
定
す
る

論
拠
に

､

そ

し

て
､

そ

れ

に

と
っ

て

か

(

1 3
)

わ

る

べ

き

実
体
に

化
し
て

い

く
｡

(

1 3
)

そ

れ
の

香
定
に

よ

っ

て

実

現

さ

れ

る
､

(

妄

断
)

の

対

概

念
･

(

禅

的
･

自

然
的
理

性
)

は
､

ス

ト

ア

の

自

然

哲

学
に

レ

モ

ン

･

ス

ボ

ン

の

『

自

然

神

学
』

な

ど

が

加

わ
っ

て
､

規

定
さ

れ

て

い

る
｡

こ

の

志
向
は

､

一

方
で

､

ス

ト

ア

主
義
的
傾
向
を

克
服
し

､

他
方
で

､

懐
疑
主
義
の

受
容
を

用
意
す
る

｡

モ

ン

テ
ー

ニ

ュ

が

懐
疑
主

義
を

受
容
し

え

た

根
拠
は

､

(

妄
断
)

を

香
足
す
る

､

と
い

う
激
し
い

志
向
の

発

生

に

あ

る
｡

か

れ

に

と
っ

て

の

懐
疑
主
義
は

､

第
一

に
､

判
断
の

中
止

､

理

性

批
判
で

あ

り
､

第
二

に
､

か

れ

が

希
求
す
る

(

自
然
)

に

通
ず
る

そ

の

倫

理

学
の

内
容

･

ア

タ

ラ

ク

シ

ー

で

あ
る

｡

こ

の

懐
疑
主
義
の

形
式
と

実
体

と

は
､

か

れ

が

抱
い

た

志

向

に

ま
っ

た

く

合

致
す

る
｡

し

た
が

っ

て
､

｢

(

b
)

わ

た

し

は
､

何
を

知
る

の

か
+

(
H
H

-
-

N
〉

h

00

¢
)

と
い

う
か

れ

の

懐
疑
主
義
の

命
題
は

､

こ

の

志
向

･

課
題
の

至

上

性
を

証
す
る

証
言
に

ほ

か

な
ら

な
い

｡

そ
の

懐
疑
主
義
的
傾
向
は

､

(

妄
断
)

を

否

定
･

除
去

す

る
､

と
い

う
か

れ
の

志
向
が

そ

れ
の

う
ち
で

具
体

化
さ

れ

顕
現

し

た

形
態

で

あ

る
｡

こ

こ

で
､

そ

の

志
向

の

緊
迫
度
は

､

懐
疑
主
義
に

そ
の

具
体
化

(

14
)

7

を

み
て

､

い

よ
い

よ

高
ま

る
｡

こ

の

緊
迫
感
の

拡
特
化
に

相
即
し
て

､

他

如
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方
で

､

ス

ト

ア

の

自
然
哲
学

･

倫
理

学
､

レ

モ

ン

･

ス

ボ
ン

の

自
然
神
学

に

系
譜
を

も
つ

､

自
然
即
神
と
い

う
■
か

れ
の

自

然

観
は

､

(

人

間
化
)

の

過
程
に

入

る
｡

こ

の

過
耗
が

､

か

れ
の

思
想
発
展
の

最

後
の

過

程
で

あ

る
｡

(

1 4
)

ル

ソ

ー

の

学

芸

批

判
に

頬

似

す
る

モ

ン

テ

ー

ニ

ュ

の

学

芸
批

判

は
､

こ

の

論

脈
内
に

あ
っ

て
､

.

同

じ

く
､

(

妄
断
の

否

定
･

除

去
へ

の

志

向
)

に

由
来

す

る
｡

毘
.

拙

稿

｢

モ

ン

テ

ー

ニ

ュ

と
ル

ソ

ー

ー
そ

の

学

芸

批
判
の

比

較
検
討

1
+

『

一

橋
論

叢
』

第
五

一

巻
第
三

号
｡

二

自
然
の

人

間
化

1
(

第
三

者

時
代
)

ち

こ

の

志
向
は

､

懐
疑
主
義
を

媒
体
と

し
て

､

さ

ら

に

展
開
を

遂
げ
て

､

あ

ら

た

な

そ

し
て

最
後
の

思

想
段
階
へ

か

れ

の

思
憩
を

導
く

｡

モ

ン

テ
ー

ニ

ュ

の

最
後
の

思
想
は

､

概
略

､

よ

り

客
観
の

領
域
に

か

か

わ

り
こ

れ

を

整
序
す
る

(

経
験
的
相
対

主
義
)

と
､

よ

り

主
体

の

領

域
に

か

か

わ

る

(

人

間
的
白
然
の

内
実
)

と
に

､

分
析
的
に

区

分
す
る

こ

と

が

で

き

る
｡

以

下
は

､

検
証
の

主
要
な

対

象
を

後
者
に

限
定
し
て

､

議
論
を

進
め

る
｡

問
題
は

､

モ

ン

テ
ー

ニ

ュ

の

思
想
が

こ

の

(

妄
断
の

香
完

･

除
去
)

を

ど
の

ヤ
フ
な

構
造

に

お
い

て

契
機
と

し

て

最
後
の

発
展
を

遂
げ
る

の

か
､

で

あ
る

｡

し

た

が
っ

て
､

問
題
は

､

さ

ら

に
､

(

妄
断
)

の

否

定
が

遂
行

さ

れ

る

(

場
)

は

ど
こ

に

設
定
さ

れ

る

の

か
､

そ

し
て

､

そ

の

(

場
)

で

の

(

哀
断
)

の

否
定
は

何
を

結
果
す
る

の

か
､

と
い

う
こ

と
に

な
る

｡

〔

妄

断
を

否

定
す
る

場
〕

モ

ン

テ
ー

ニ

ュ

は
､

(

妄
断
)

を

香
定
し

除

去
し

な

け

れ

ば

な

ら

な
い

､

と
い

う

課
題
を

み

ず
か

ら

に

課
す
る

と

と

も

に
､

瑚

尖
へ

の

主
体

的
た

働
き

か

け
の

用
意
を

完
了
し

た
｡

し

か

し
､

か

ぜ

れ

が

そ
こ

で

(

妄
断
)

を

香
貸
し

除
去
す
る

現
実
の

(

場
)

は
､

す
で

に
､

乃
.

4

▲

不

可
避
的
に

規
定
さ

れ
て

い

る
｡

す
な

わ

ち
､

そ

れ

は
､

自
己

自
身
の

う

ち
に

設
定
さ

れ

る
｡

そ
の

場
を

具
体
的
な

社
会
の

領
域
内
に

獲
得
す
る
こ

と

は
､

か

れ

に

と
っ

て
､

本
来
的
に

不

可
能
な
こ

こ

ろ

み
で

あ
っ

た
｡

こ

れ
が

不

可
能
で

あ
っ

た

理

由
は

､

第
一

に
､

現
実
を

新
･

旧

両
キ

リ

ス

ト

教
の

対

決
と
し

て

か

れ

に

整
序
す
る

こ

と

を

許
し

た

理

性
概
念
の

､

そ
の

機
能
の

限
界
の

う
ち
に

あ

る
｡

モ

ン

テ
ー

ニ

ュ

が

規
定
し

た
一

方
の

(

神
的

･

自
然
的
理

性
)

は
､

旧

教
の

信
仰
真
理

の

論
証
と

自
然
と
に

服

す
る

理

性
で

あ

り
､

人

間
の

理

性
は

､

こ

の

限
定
さ

れ

た

使
命
を

荷
う
と

き
に

の

み
､

有
効
的
に

発
現
す
る

､

と

さ
れ

る
｡

理

性
を

そ
の

二

重

性
に

お

い

て

把
握
し

た
か

れ

は
､

お

そ

ら

く
一

五

七

六
～

一

五

七

八

年

頃
に

は
､

(

妄
断
)

の

否
定
に

よ
っ

て

(

神
的
理

性
)

の

実
現
を

企

図
し
､

そ

れ

に

よ

る

社
会
的
無
秩
序
の

救
済
を

意
図
す

る

に

は

意

図
し

た
｡

し
か

し
､

こ

の

理

性
は

､

そ

れ
に

ょ
っ

て

あ

ら

た

な

時
代
の

あ

ら
た

な

現
実
を

認
識
し

救
済
す
る

あ

ら

ゆ
る

可
能
性
を

､

現
実
の

側
か

ら

奪
わ

れ

て

い

た
｡

豊
か

な

受
容
性
を

誇
る

鋭
敏
な
モ

ン

テ
ー

ニ

ュ

ほ
､

こ

の

理

性
の

有

効
性
の

喪
失
を

直
覚
し
て

い

た

は

ず
で

あ

る
｡

こ

こ

で
､

(

神
的

･

自
然

的

理

性
)

の

う
ち
の

(

神
的
理

性
)

は
､

か

れ
の

思
恕
内
で

､

欠
落
し
て

ゆ

き
､

(

自
然
的
理

性
)

に

包

摂
さ

れ

る

位

置
に

転
落
す
る

｡

他
方
の

(

妄
断
)

は
､

第
一

に
､

す
べ

て

の

認
識
能
力
を

奪
わ
れ

て

お

(

柑
)

り
､

第
二

に
､

そ
れ

に

と

ど

ま

る

こ

と

な

く
､

人
間
自
身
を

否
定
す
る

｡

そ

し

て
､

こ

れ

が
､

モ

ン

テ
ー

ニ

ュ

の

眼
に

映
じ

た

現

実
で

あ

り
､

そ

の

現
実
認
識
の

核
を

形
成
し
た

｡

か

れ

に

と
っ

て

の

(

妄
断
)

は
､

ひ

た

す

由

一



( 10 1) 研 究 ノ ー ト

ら

な

否
定
の

対

象
で

し
か

あ

り
え

な

か

っ

た
の

で

あ
る

｡

(

1 5
)

O
f

.

拙
稿

｢

モ

ン

テ

ー

ニ

ュ

に

お

け

る

｡

p

a
∽

○
}

ロ

呈
○

ロ

｡

の

概
念
に

つ

い

て
+

『

一

橋

論

叢
､ コ

第

五

二

巻

第
一

号
｡

モ

ン

テ

ー

ニ

ュ

が

み

ず
か

ら

与
え

た
こ

れ

ら

理

性
機
能
の

限
界
は

､

逆

に
､

み

ず
か

ら

が

行

便
す
る

批
判
的
理

性
の

機
能
を

拘

束

す
る

に

い

た

る
｡

(

妄
断
)

を

否
定
す
る

揚
を

自
己

白
身
の

う
ち

に

設

定

す
る

､

と
い

う

第
二

の

不

可
避
性
は

､

こ

こ

に

由
来
す
る

｡

す
な

わ

ち
､

旧

教
の

支
配

を

脱
す
る

時
代
の

激
変
と

､

特
に

､

こ

れ

を

投
映
し
て

み

ず
か

ら

行
な
っ

た

人

間
の

本
質
(

妄
断
)

規
定
と
に

厳
し

く

規
制
さ

れ

て
､

か

れ

は
､

プ

ル

タ
ル

コ

ス

に

依
拠
し
て

､

全
存
在
を

永
遠
に

動
揺

･

流
転
す
る

認
識
不

可

能
な

存

在
と

規
定
せ

ざ

る

を

え

な

か
っ

た
､

と
い

う
こ

と

で

あ

る
｡

か

れ

は

い

う
､

｢

(

a

)

･
…
･
わ

れ

わ

れ

の

存
在
に

も
､

諸
事
物
の

存
在
に

も
､

い

か

な

る

恒
常
的
な

実
在
も
な

い

+

(

l

I

】
-

N
}

笥
¢
)

と
｡

ヘ

ラ

ク

レ

イ

ト

ス

に

淵
渡
す
る

こ

の

思
想
は

､

モ

ン

テ
ー

ニ

ュ

に

い

た
っ

て
､

そ

れ

ら

流

転
す
る

諸
存
在
を

貫
く
ロ

ゴ

ス

と

い

う
範
疇
を

失
っ

て

い

る
｡

か

れ

に

と

(

16
)

っ

て

の

神
は

､

永
遠
の

彼
カ
に

隔
絶
し
た

存
在
だ

か

ら
で

あ
る

｡

そ

の

た

め

に
､

か

れ

は
､

事
物
の

流
転
を

､

完
結
し
た

一

筒
の

体

系
と

し
て

捕
え

る

こ

と

も
､

こ

れ

を

固
定
す
る

こ

と

も

許
さ

れ

ず
に

､

た

だ
､

認
識
不

可

能
な

も
の

､

と

規
定
す
る

ほ

か

な

か
っ

た
｡

モ

ン

テ

ー

ニ

ュ

に

お

け
る

人

間
は

､

こ

の
一

五

七

〇
年
代
の

後
半
は

も

ち

ろ
ん

､

｢

第
三

巻
時

代
+

に

お
い

て

も
､

ル

ネ
ッ

サ
ン

ス

の

指
導
的
イ

デ

オ
ロ

ー

グ
･

エ

ラ

ス

ム

ス

に

お

け
る

人

間
と

同
じ

く
､

未
知
の

前
に

､

驚
嘆
す
べ

き

世
界
の

前
に

､

立

(

17
)

た

さ

れ

て

い

た
の

で

あ
る

｡

へ

旭
)

モ

ン

テ

ー

ニ

ュ

に

お

け

る

こ

の

神
の

観

念

は
､

そ

の

人

間
理

性

h
一

め

紳

の

観

念
と

と

も

に
､

カ

ル

ダ
ァ

ン

の

そ

れ

に

等

し

い

(

○
巾

.

ジ

ャ

ン

･

カ

ル

ダ
ァ

ン

『

基

督

教

綱

要
』

中
山

昌

樹

訳
､

新

教

出

版
､

第

二

篇
､

p

や

N

N

¢
〉

N

£
}

N

宝
T

-

第

三

篇
､

や

盆
)

こ

の

も
っ

と

も

基

本

的
な

発
想
の

根
の

一

致

は
､

両

思

想

家
の

同

時

代
性

を

示

す

と

と

も
に

､

両

者
が

生

き

た

時

代
の

性

棉
を

顕
示

す

る

も
の

と
い

え
る

｡

(

1 7
)

田
e

り

ロ

駕
み

G

3
e

t

F

仁

忘
e

n
.

A
ロ
t

F

3
p
O
-

○

巴
e

p

E
-

○
∽

嘩
U

E
･

β

仁
e

､

G

巴
-

-

日
p

邑
〉

-

諾
N

〉

や

N

更
T

.

こ

れ

は
､

か
れ

が

社
会
を

社
会
そ

れ

自
体
と

し
て

捕
え

る

認
識
方

法
を

欠
い

た

か

ら
､

と
い

う
よ

り
､

い

ま

だ
､

十

六

世
紀
フ

ラ
ン

ス

が

こ

れ

を

可
能
と

す
る

は

ど
に

そ
の

社
会
認
識
に

必

要
と

さ
れ

る

範
疇
を

十

分
に

顕

現
し

な

か

っ

た

か

ら
､

で

あ

る
｡

以

上

の

二

つ

の

理

由
は
こ

こ

に

淵

渡
す

る
｡

こ

の

と

き
､

社
会
的
無
秩
序
の

救
済

～
個
と

し
て

の

モ

ン

テ

ー

ニ

ュ

に

と
っ

て

の

課
題
だ

け
で

は

な

く

時
代
の

そ

れ

で

も

あ
っ

た

1
が

､

人

間
そ

れ

自
身
の

､

(

妄
断
)

の

否
定

･

除
去
に

よ

る

自
己

変
革
に

よ
っ

て

遂
行
さ

れ
よ

う
と

す
る

の

は
､

か

れ

に

と
っ

て

の

避
け
え

な
い

手

続
で

あ

っ

た
｡

こ

う
し
て

､

か

れ

は
､

限
り

な

く

自
己
の

う
ち
に

後
退
し

､

か

れ

に

と
っ

て

の

至

上

命
令
で

あ

る

(

妄
断
の

否
定

･

除
去
)

を

自
己

白
身
の

う
ち
で

遂
行
す
る

｡

〔

無
知

･

無
能
の

告
白
〕

モ

ン

テ

ー

ニ

ュ

は
､

み

ず
か

ら

の

無

知
･

無
能
を

告
白
し
て

い

う
､

｢

(

a

)

ま
こ

と

に
､

無
力
の

た

め

か
､

無
頃
清

の

た
め

か
､

わ

た

し
の

魂
ほ

ど
､

こ

の

よ

う
な

多
く
の

通

俗
的
な

､

そ

し

て
､

恥
ら
い

な

し

に

は

知
ら

ず
に

い

ら
れ

な
い

事
柄
に

か

ん

し

て
､

無
知

q
U

で

無
能
な

魂
は

な
い

+

(
H

H

-
-

♪

ご
○

と
｡

そ
の

具
体
例
と

し
て

､

計

卓上
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数
力
の

欠

陥
､

〓
凶
の

地

代
,

穀
物
を

は

じ

め

と

し

た

詔

知
識
の

欠
除

､

を

指
摘
す

る
｡

そ
の

用

由
は

､

役
に

立
つ

と

か

れ

自
身
が

認
め

る

記
低
山

が

｢

(

b
)

わ

た

し
に

は

ま
っ

た

く

欠

け
て

い

る
+

(

H
l

-
-

り
〉

¶
い

ぃ

)

か

ら
で

あ

り
､

た

と

え

そ
れ

が

あ

る

に

し
て

も
､

そ

の

結

果
に

す
ぎ

な

い

｢

(

a

)

記
憶

〟

ぺ

わ

た

し
に

と
っ

て
､

そ

れ
の

思
う
ま

ま

に

役
立
っ

て

い

る

に

す
ぎ

ず
､

わ

た

し
の

必

要
に

応
じ
て

役
立
つ

の

で

は

な
い

+

(

H
I

王

-

ツ

ご
古

か

ら
で

あ
る

｡

記
憶
力

､

理

解

力

に

か

ぎ

ら

ず
､

一

般
に

､

｢

(

a

)

わ

た

し
の

精
神
は

遅

鈍
で

あ

る
+

(

I
H

l
-

¶
､

ご
か
)

と

断
定

す

る
｡

そ

れ

ゆ

え
､

か

れ

は
､

後
年
に

い

た
っ

て
､

｢

(

C

)

わ

た

し

が

知
り

う
る

も
の

､

わ

た

し
が

な

し

う
る

も
の

と

し
て

責

任
を

も

ち

う

る

も

の

は
､

は

と

ん

ど

何
物
も

な
い
+

(
I

H

-
-

¶
〉

ご
レ
)

と

付
加
し

な

け

れ
ば

な

ら
な

か
っ

た
｡

こ

う
し
て

､

か

れ

は
､

白
J
の

本
来
的
た
他

山

知
･

無
能
を

告
白
す
る

｡

こ

の

確
信
に

満
ち

た

告
白
は

､

『

レ

モ

ン

･

ス

ボ

ン

の

弁
濾
』

(

H

H

l
}

N

)

の

段
階
に

患

け
る

､

そ
の

よ

う
な

自
己
の

実
現
を

期
待
す
る

無
知

･

無
能

へ

の

憧
憬
か

ら
､

か

れ

の

思
想
が

あ

ら

た

な

段
階
に

到
達
し

た
こ

と
を

指

示

す
る

｡

た

し

か

に
､

『

レ

モ

ン

･

ス

ボ
ン

の

弁
護
』

の

亭
に

お

い

て

も
､

モ

ン

テ

ー

ニ

ュ

が

こ

の

無
知

･

無
能
に

生

き
る

自
己
の

実
現
を

意
図
し

た
こ

と

は
､

明

白
に

看
取
さ

れ
る

｡

し

か

し
､

こ

の

事
に

お

け

る

(

無
知

･

無

能
)

と
､

こ

の

あ

ら

た
な

段
階
に

お

け
る

そ
れ

と

は
､

そ

れ
の

荷
う

意
味

に

お
い

て

次

元
を

異
に

す
る

｡

す
な

わ

ち
､

前
者
に

お

け

る

(

無
知

･

無

能
)

は
､

(

妄
断
)

に

対

極
す
る

概
念
と

し
て

こ

れ

に

対

置
さ

れ

た
､

宗

教
的
な

価
値
の

実
体

と
い

う
山

嵐

味
を

支
配
的
と
し
､

か

れ
に

と
っ

て

は
､

上

り

解
体

的
な

概
念
に

す
ぎ

な
い

､

と
い

う
■
傾
き
が

強
か

っ

た
｡

(

無

知
･

朋
一

”

士

撫
能
)

の

こ

の

あ

ら

た

な

蘇
生

は
､

モ

ン

テ
ー

ニ

ュ

と
い

う
個
体
の

内

部

か

ら
､

そ

れ

が

主

体
化
さ

れ

た

証
で

あ

る
｡

こ

こ

で

そ

の

あ

ら

た

な

意
味
を

明
ら

か

に

す
る

前
に

､

無
知

･

無

能
の

白
己

告
白
が

ど
の

よ

う
に

し
て

可
能
と

さ

れ

た
の

か
､

を

問
わ

な

け

れ

ば

な

ら

な
い

｡

〔

自

己

自
身
か

ら

の

妄

断
の

除
去

〕

無
知

･

無
能
の

自
己

告
白

を

モ

ン

テ
ー

ニ

ュ

に

許
し

た

も
の

は
､

(

妄
断
)

の

自
己

自
身
に

お

け

る

そ

の

香
定
の

遂
行
で

あ

り
､

そ

の

告
白
は

､

こ

れ
の

結
果
に

お

け
る

確
認
で

あ

る
｡

か

れ

は
こ

れ

を

証
言
し
て

､

｢

(

a

)

わ

た

し
が

こ

れ

を
い

う
の

は
､

わ

た

し
の

魂
を

非
難
す
る

た

め
で

あ

る
+

(
l

H

-
-

叫
-

ご
玖
)

と

確
言
し

､

あ

る

い

は
､

｢

(

a

)

わ

た
し

は
､

機
会
が

訪
れ
て

わ
た

し

を

強
制
す
る

に

い

た

る

ま

で
､

懐
疑
と

選
択
の

自
由
を

留
保
す
る

｡

そ

れ

に
､

真
実
を

告
白

す
れ

ば
､

そ
の

と

き
で

も
､

わ

た

し

は

び

と
の

い

う
よ

う
に

､

筆
を

風
の

赴
く
に

ま

か

せ
､

自
己
を

運

命
の

な

す
が

ま

ま

に

委
ね

る
+

(

I

H

-
-

N
､

ご
β

と

告
白
す
る

｡

こ

の

確
言
と

告
白
と

は
､

い

ず
れ

も
､

『

レ

モ

ン

･

ス

ボ
ン

の

弁
護
』

に

お

け
る

(

妄
断
)

を

否
定
す
る

揚
が

不

特
定
の

､

し

か

し
､

そ

れ

を

香
定
し

除
去
す
る

と
い

う
激
し
い

志
向
の

､

直
線
延

長
上

に

位
置
す
る

｡

こ

こ

で
､

｢

わ

た

し
の

魂
を

非

難

す
る
+

あ

る

い

は
､

極

限
ま

で

｢

懐
疑
と

選
択
の

自
由
を

留
保
す
る
+

と
い

う
の

は
､

そ
の

特
定

の

場
で

あ

る

(

自
己

自
身
)

を

得
て

､

確
信
を

も
っ

て

(

妄
断
)

の

香
定

を

遂
行
し

た
こ

と
を

確
認
さ

せ

る

ほ

か

の

何

も

の

で

あ

ろ

う
か

｡

か

れ

は
､

拘
束
さ

れ

た
が

､

し

か

し

な

お
､

留
保
し
て

お
い

た
､

み

ず
か

ら

の

叔

巾
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批
判
的
理

性
(

↓
(

妄
断
の

否

定
･

除

去
へ

の

志
向
)
)

を

も
っ

て
､

(

玄

樹
)

の

行
使
を

み

ず

や
.り
に

極
限
ま

で

禁
じ

､

こ

れ

を

客
観
化
し

､

そ

れ

を

自
己

白
身
か

ら

除
去
し

た
｡

こ

の

と

き

は

じ

め
て

､

か

れ

は
､

人

間
の

無
価
値
性
を

井
調
す
る

思
憩
へ

の

同

意
を

許
さ

れ
､

す
べ

て

の

人

間
の

等

質
性
を

確
信
し

､

た

と

え

ば
､

[

オ
ン

エ

バ

ル

に

つ

い

て
』

(

Ⅰ
･

⊥
こ

1

後

悔
に

つ

い

て
』

(

-

I

T
N

)

な

ど
の

章
を

書
き

え
た

の

で

あ

る
｡

無
能
の

告
白
は

､

巨

星
白

星
｡
ロ

に

置
換
さ

れ

う
る

(

妄
断
)

の

琉
去

さ

れ

た

自
己
の

､

ま

た
､

無

知
の

告
白
は

､

で
か

∽

ヨ
ロ

呈
｡

ロ

に

置
換
さ

れ

う
る

(

妄
断
)

の

除
去
さ

れ

た

日
己
の

､

そ
の

結
果
に

お

け
る

確
認
で

あ

る
｡

(

妄
断
)

を

香
定
す
る

と
い

う
激
し
い

志
向
は

､

そ

れ

の

向

う

湯
が

不

特
定
で

あ
っ

た
が

ゆ
え

に

三
レ

モ

ン

･

ス

ボ

ン

の

弁

護
』

の

段

階
で

は
､

宗
教
的
な

価
値
実
体
と

し
て

の

無
知

･

無
能

へ

の

憧
憬

･

勧
告
を

支

配
的
と

し
た

の

に

た
い

し
､

そ
れ

の

香
定

･

除
去
を

確
か

に

実
現
し

う
る

特
定
の

自
己

白
身
と
い

う
場
を

得
た
い

ま
､

そ
の

士

心

向
は

､

細
川

知
･

撫
能

の

告
白
に

お

い

て

充
足
さ

れ
､

そ

望
口

自
に

化
態
す
る

｡

モ

ン

テ
ー

ニ

ュ

し
+

い

う

特
定
の

佃
休

内
に

お

い

て
､

そ

し
て

､

そ
の

無
実!1

∴
無

能
の

告
白

に

お
い

て
､

そ
の

志
向
を

推
進
す
る

と
い

う

批
判
的
理

性
の

作
業
は

完
結

す
る

｡

こ

の

段
階
に

い

た

る

と

同
時
に

､

経
験
へ

の

信
顧

､

事
物
の

相
対

性
の

認
識
が

､

確
立
さ

れ

る
｡

〔

自
我

･

人

間
的
自
然
の

発
見
〕

無
知

･

無
能
な

る

自
己
の

告
白
は

､

さ

ら

に
､

日
我
の

発
見
を

懐
胎
す
る

｡

こ

れ

は
､

自
己

告
白
と
い

う
方

法

に

ょ
っ

て

客
観
化
さ
れ

た

実
体
と

し
て

の

人

間
個
の

自
覚
で

あ

る
｡

こ

の

目
党
過
程
は

､

(

豪
断
)

の

香
定
を

遂
行
し

て

き

た

モ

ン

テ
ー

ニ

ュ

の

批

ー
●

♯

計

判
的
理

性
が

､

無
知

･

無
能
の

告
白
に

お
い

て

そ
の

使
命
を

終
る
し
+

と

も

に
､

(

自
然
的
理

性
)

(

人

間
の

う
ち

に

宿
る

自

然
に

仕

え
る

た

め

に

行

使

さ

れ
る

理

性
)

へ

合
体
し
て

行
く

過
程
に

､

そ

し
て

､

自
然
即
神
と
い

う

か

れ
の

自
然
観
が

凝
縮
し

て

人
間
化
さ

れ

る

過

程
に

､

対

応

す
る

｡

自

我
･

人
間
的

自
然
の

発
見
は

､

か

れ
の

批
判
的
理

性
が

こ

の

(

自
然
的
理

性
)

に

化
鰻
す
る

､

ま
さ

に
､

そ

の

は

じ

ま

り

を

記
す
指
標
で

あ
る

｡

そ

れ

な

ら

ば
､

無

知
･

無
能
な

る

自
己
の

告
白
に

宿
さ

れ

る

白
我

･

人

間
的
自
然
の

確
認
は

､

モ

ン

テ
一

三
に

よ
っ

て
､

ど
の

よ

う
に

証
言
さ

れ

る
の

か
｡

か

れ

は
､

自
己

告
白
を

指
示

し
て

､

い

う
､

｢

(

a

)

…

…

わ

た

し
が

何

を

知
ら
せ

る

に

し

て

も
､

わ

た

し
が

あ
る

が

ま

ま
の

自
己
を

知
ら
せ

る

か

ぎ

り
､

わ

た

し
は

成
功
し

た

の

で

あ

る
+

(

H

T
-

ブ

ヨ
)

と
｡

こ

の

強

い

自
己

主

琴
で

か

れ

に

許
し

た

基
本
的
な

要
因
は

､

(

妄

断
)

を

香

定

す

る

と
い

う
そ

の

現

実
認
識
に

由
来
す
る

不

可
避
性
で

あ
る

｡

し
か

し
､

㌧
〕

の

文
脈
に

は
､

こ

の

不

可
避
性
に

還
元

す
る
こ

と
の

不

可
能
な

積
極
的
な

意
味
が

託
さ

れ

て

い

る
｡

な

ぜ

な

ら
､

そ
こ

で

か

れ

は
､

｢

あ

る

が

ま

ま

の

R
亡
母

知
ら

せ

る
+

自
己

告
白
に

､

｢

わ
た

し

は

成

功
し

た
+

と
い

う

積
棉
的
な

価
値
評
価
を

与
え

る

か

ら
､

ま

た
､

｢

(

a

)

自
分
を

ほ

と

ん

ど

評
価
し

な
い

+

が

ゆ
え

に

｢

わ

た

し

は
､

正

し

く
か

つ

健
全
な

思
想
を

も

っ

て

い

る
+

(

Ⅰ
Ⅰ

-
-

叫
〉

ヨ
ー

)

と

強
い

自
己
肯
定
を

行
な

う
か

ら
､

で

あ

る
｡

自
己

告
白
へ

の

こ

の

価
値
評
価
は

､

自
己
の

う
ち
に

実
現
さ

れ

た

無

知
･

無
能
が

か

れ
の

内
部
で

価
値
実
体
と

し
て

璽
止

さ

れ

た
､

こ

と
の

確

認
で

あ
る

｡

上

び
と

は
､

そ

の

自
我

確
立
の

初
期
段
階
に

お

い

て
､

白
己
の

自
己

自
身

舶
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に

た
い

す
る

関
係
を

意
識
化
す
る

｡

モ

ン

テ
ー

ニ

ュ

の

場
合

､

そ

れ
は

､

自
己
化

H

白
と
い

う
方
法
に

よ

る
､

自
己
の

客
観
化
と
い

う

過
巷
を

経
て

な

さ

れ

た
｡

し

た
が

っ

て
､

か

れ

に

と
っ

て

の

自
己

自
身
は

客
､

観
的
な

考

察
の

対

象
に

設
出
さ

れ

る
｡

か

れ

は
い

う
､

｢

(

a

)

世
間
の

人
び

と

は
､

っ

ね
に

､

自
己
の

正

面
を

み
る

｡

わ
た

し

と
い

え

ば
､

わ

た
し

自
身
の

内

部
に

眼
を

注
ぐ

｡

わ

た

し

は
､

わ

た
し

自
身
だ

け

を

問
題
と

す
る

｡

わ

た

し

は
､

わ

た

し

を
､

考
察
し

､

検
証
し

､

吟
味

す
る
+

(
H

H

-
-

N
-

ヨ
い

)

と
｡

か

れ

に

と
っ

て

の

自
己

自
身
は

､

自
己
が

そ

の

う
ち

で

思
想
を

営
む

場
､

と
い

う

関
係
を
か

れ

に

た
い

し
て

結
ぶ

に

い

た

る
｡

客
観
化
さ

れ

た

自
己

白
身
は

､

以

後
､

か

れ

が

そ
の

う
ち
か

ら

思

索
の

糸
を
び

き
､

た

え

ず
､

そ
の

思
惟
を

回

帰
さ

せ
る

東
泉
と

な
る

｡

し
か

し
､

こ

の

段
階
に

お

け
る

自
我

･

人

間
的
自
然
の

自
覚

･

発
見
を

も
っ

て
､

個
体
と

し
て

の

自
己
が

そ

れ
の

置
か

れ

た

あ
る

特
定
の

社

会
と

結
ぶ

諸
関
係
を

､

そ

れ
に

よ
っ

て

統
一
的
に

把
持
す
る

も
の

の

個
体

内
に

お

け
る

確
立

､

と

は
い

い

え
な
い

｡

モ

ン

テ
ー

ニ

ュ

に

は
､

こ

の

段
階
で

の

自
我

･

人

間
的
自
然
を

も

と

に
､

こ

れ

の

個
別

化
と

普
遍
化

､

深
化
と

拡
大

､

と
の

グ
ア

リ

ア

シ

オ

ン

を

と

お

し

て
､

(

経
験
的
相
対

主
義
)

と

の

関
連
の

な
か

で
､

自
己
の

生
の

合
理

化
を

完
了

す
る

､

と
い

う
最
後
の

作
業
が

残
さ

れ

る
｡

こ

の

作

業
は

､

『

エ

ッ

セ

ー
』

の

初

版
(

-

誌
○
)

に

書
き

加
え

ら

れ

た

第
三

巷

全

十

三

章
の

構

想

と

そ

の

執

筆
(

-

訟
ひ

-

㌫

雷
)

に

よ
っ

て

果
た
さ

れ

る
｡

無
知

･

無
能
な
る

自
己

が

価
値
あ

る

実
体
で

あ

り
､

本
来
の

自
己
で

あ

る
､

と
い

う
こ

の

段
階
に

お

け

る

モ

ン

テ

ー

ニ

ュ

の

確

信
は

､

〈

妄
断
)

㍊

の

除
去
さ

れ

た

跡
に

残
さ

れ

た
､

こ

れ

以

上

に

否
定
し
え

な
い

赤
裸
々

な

4

日
己
を

､

唯
一
の

価
値
実
体
と

し

て

客
観
的
に

認
識
し
え

た
こ

と
の

指
標

で

あ
る

｡

そ

れ

は
､

自
我
を

発
見
し

､

そ

れ
の

実
体
で

あ

る

人

間
的
白
然

を

認
識
し

た
モ

ン

テ
一

三
の

､

あ

ら
た

な
そ

し

て

最
後
の

思
想
段
階
の

指
標
で

あ

る
｡

要
す
る

に
､

モ

ン

テ
ー

ー

一

ユ

の

思
想
は

､

そ
の

現
実
認
識
の

構
造
に

内

在
す
る

論
理

･

(

妄
断
の

否
定

･

除
去
)

を

契
機
に

､

弁
証
法

的
な

展

開

を

遂
げ
る

｡

か

れ

ば
､

(

妄
断
)

を

否
定

･

除
去
す
る

と
い

う

み

ず
か

ら

の

志
向

に

忠
実
に

服
し

､

ま

ず
､

ス

ト
ア

主
義
的
思
想
傾
向

を

克
服
し
､

懐
疑
主

義
を

媒
体

と
し

て
､

つ

ぎ
に

､

自
己
の

無
知

･

無
能
の

告
白
と
い

ぅ

自
己

否
定
を

完
了
す
る

｡

こ

の

告
白
に

お

い

て
､

そ
の

志
向

は

充
足
さ

れ
､

同
時
に

､

み

ず
か

ら

行
使
す
る

批
判

的
理

性

は

(

自

然

的
理

性
)

に

化
態
す
る

｡

そ

し

て
､

方
法
と

し

て

の

自
己

告
白
に

よ
っ

て

自
己

自
身

の

客
観
化
を

許
さ

れ

た
か

れ

は
､

自
我
を

自

覚
し

､

そ

の

自
我

に

宿
さ

れ

た

価
値
と

し

て

の

人

間
的
自
然
を

発
見
す
る

｡

そ
れ

は
､

十
六

世

紀
が

所

与

と
し

て

か

れ
に

与

え
た

､

よ

り

抽
象
的
か

つ

一
般
的
な

､

自
然
即
神
と

い

う

自
然
観
の

(

人

間
化
)

さ

れ

主
体
化
さ

れ

た

証
で

あ

る
｡

こ

こ

に
､

モ

ン

テ
ー

ニ

ュ

は
､

(

第
三

巻
時
代
)

に

開
花
す
る

人

間
的
自

然
の

豊
か

た

果
実
を

約
束
さ

れ

る
｡

(

一
九

六

四
･

七
･

一

)

(

一

橋

大

学

院
学

生
)

頼

頼

喝




