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モ

ン

テ

ー
ニ

ュ

に

お

け
る

｡

浮
か

岩
日

音
｡

n

｡

の

概
念
に

つ

い

て

高

橋

誠

モ

ン

テ
ー

ニ

ュ

(

呂
ど
F
e
-

d
e

E
O

n
t

巴
g

n
2

､

-

訟
山

-
-

笠
N

)

の

思
想

は
､

歴
史
の

転
換
期
に

群
生

し

た

思
想
の

る

つ

ぼ
･

｢

一

六

世

紀
フ

ラ

ン

ス

+

を

集
約
す
る

と

同
時
に

､

そ

れ

以

後
に

展
開
さ

れ

る

近

代

思

想
の

｢

予
想
+

に

満
ち
て

い

る
｡

そ

し
て

､

こ

の

実
り

豊
か

な

思
想
は

､

体

系

な

き

体
系
『

エ

ア

セ

ー
』

に

託
さ

れ
､

逆
に

､

そ
れ

の

非
体
系
性
が

､

そ

の

思
想
の

豊
か

さ

を

倍
加
し

て
､

こ

れ

を

保
障
し
た

の

で

あ

る
｡

こ

の
､

非
体

系
的
な

体
系
で

あ

り

な
が

ら
､

な
お

､

そ

れ

の

実
体
を

な

し
た

思
想
の

あ

ま

り

の

豊
か

さ
こ

そ
､

か

れ

の

思
索
を

構
成
的

･

全
体

的

に

理

解
し
ょ

う
と
い

う
多
く
の

試
み
に

､

失
望
を

与
え

て

き

た

も
っ

と

も

有
力
な

原
因
な
の

で

あ

る
｡

し
か

し
､

あ

ら
ゆ

る

思
想
家
の

思
想
は

､

そ
れ

の

全
体
系
を

構
造
化
す

る
こ

と

を

許
す
い

く
つ

か

の

中
心

的
な

範
疇
を

も
つ

｡

こ

れ

と

同
じ

よ

う

に
､

モ

ン

テ

ー

ニ

ュ

の

思
想
に

お
い

て

も
､

そ
れ

の

体

系
化
を

可
能
に

し

て

く

れ
る

中
核
的
詔
範
疇
が

存
在
す
る

は

ず
で

あ
る

｡

そ

の

核
心

的
な

範

噂
を

､

筆
者
は

､

咄
ヰ
か

旨
ヨ

思
-

○

ロ

に

求
め

る
｡

こ

の

小

論
の

課
題
は

､

こ

の

範
疇
を

核
と

し
て

､

モ

ン

テ

ー

ニ

ュ

の

思

想
の

体
系
的
な

把
握
を

試
み

る

こ

と

に

あ
る

の

で

は

な
い

｡

こ

こ

で

の

課

紳

汁

塩
は

､

『

エ

γ

セ

ー
』

第
二

巻
第
十
二

革
｢

レ

モ

ン

･

ス

ボ

ン

の

弁
護
+

を

素
材
と

し

て
､

モ

ン

テ
ー

ニ

ュ

研
究
史
上
お

そ

ら

く

は

未
踏
の

､

し
か

も

き

わ

め

て

未

熟
な

作
業

､

胃
か

写
日

官
-

○

ロ

の

概
念
規

定
､

を

行

な

う
こ

と

に

あ

る
｡

(

註
)

モ

ン

テ

ー

ニ

ュ

の

テ

キ

ス

ト

は
､

つ

ぎ
の

版
に

依

拠
し
､

し

か

も
､

引

用

す
る

テ

キ

ス

ト

は
､

す
べ

て
､

一

五

八

〇

年
の

初

版
に

現

わ

れ

た

第
二

巻
第

十
二

幸
｢

レ

モ

ン

･

ス

ボ

ン

の

弁

護
+

の

テ

キ

ス

ト

に

限

ら

れ
る

｡

以

下
､

引

用
は

､

(

$
e

の

よ

う
に

略

す
｡

巳
-

○

訂
-

n

訂

呂
○

已
巴
g

n
e

-

E
∽
∽

巴
仏

こ
e

出

ト
e

か
t

P

E
i

e

什

牢
ロ

ロ

O
t

か

勺
p
→

A
【

訂
ユ

→

E

訂
･

邑
e
t

〉

出
i

E
-

え
F

g
⊆
U

d
e

-

p

空
か

訂
d
e

-

-

り
h

〇
.

一

人

間
の

本

質
･

吋
→

か

岩
日

管
6

.

日

付

㌫
∽

○

ヨ
官

-

O

n

(

以

下
､

(

妄

断
)

と

訳

す
)

は
､

モ

ン

テ

ー

ニ

ュ

に

よ

れ

ば
､

人

間
の

理

性
の

あ

る

特
定
の

現

実
態
で

あ
る

｡

し
た

が

っ

て
､

そ

れ

は
､

人

間
の

本
質
を

な
す

精
神
能
力

･

人

間
の

理

性
で

あ

る
｡

モ

ン

テ
ー

ニ

ュ

の

肥
え

た

人

間
に

は
､

従
来
の

そ

れ

と

同
じ

く
､

理

性

が

宿
さ

れ
て

い

る
｡

か

れ

に

と
っ

て
､

人

間
の

本
質
は

､

と

に

か

く

理

性

で

あ
る

｡

し
か

し
､

そ

の

理

性
は

､

い

ま

だ

可
能
態
の

う
ち

に

と

ど

ま
る

非
自
律
的
な

人

間
の

属
性
な
の

で

あ
る

｡

人

間
の

理

性
を

｢

質
料
+

と

し

て

理

解
し
た

と
こ

ろ
に

､

か

れ
の

理

性
観
の

特
徴
が

う
ま

れ

る
｡

｢

…

…
わ

れ

わ

れ

の

人

間
的
諸
理

性
･

推
理

(

冒
訂
O

n
∽

､

巴
∽

0

0

仁

詔
)

は
､

鈍
重
で

不

毛

な
質
料
(

2

邑
e

蒜
)

の

よ

う
な

も

の

で

あ

る
じ

神
の

恩
寵
(

g

岩
O

e

)

が

そ

の

形
相

(

訂
→

ヨ
e
)

で

あ

る
｡

そ

れ

ら
に

方
法
(

㌻
･

田
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召
ロ
)

と

価
値

(
▲

胃
-

仏

)

と

を

与

え

る
の

は
､

神
の

恩
寵
で

あ

る
+

(

怠
-

～

怠
N
)

と
､

か

れ
は

人

間
の

理

性
を

規
定
す
る

｡

こ

の

規

定
は

､

き

わ

め

(

1
)

て
､

ス

コ

ラ

誓
学
的
な

発
想
に

依
拠
す
る

が
､

旧

教
の

擁
護
と
い

う
使
命

の

達
成
に

は
､

こ

れ
に

ま
さ

る

有
力
な

論
拠
は

あ

り

え

な
か

っ

た

で

あ

ろ

う
｡

同
時
に

､

こ

の

規
定
は

､

当
時

､

ど

れ

ほ

ど
に

旧

教
の

支
配
力
が

人

間
の

内
･

外

界
を

貰
い

た

か
､

を

威
示

し

て

い

る
｡

こ

の

文
脈
は

､

か

れ
の

理

性
観
が

(

理

性
の

二

重

性
)

に

あ
る

､

こ

と

を

示
し

て

い

る
｡

ま

ず
､

人
間
の

う
ち
に

存
在
す
る

理

性
は

､

可
能
態

･

い

ま

だ

規
定
を

う
け

な
い

質
料
で

あ
る

｡

質
料
は

､

そ

れ

自
体
で

は
､

い

ヽの

で

も

な
く

､

な

ん

ら
の

有
効
性
を

も
た

な
い

可
能
態
で

あ

る
｡

｢

…

…

そ
れ

白
身
は

全
く

無

規
定
的
で

あ

り

な
が

ら
､

し

か

も

ど

ん

な

規
定
で

も

(

2
)

受
け

入
れ

る
こ

と

が
で

き

る

…
･
‥

+

用
意
を

そ

れ

は

も
っ

て

い

る
｡

か

れ

が
､

人
間
の

理

性
を

複
数
化
し

､

こ

れ

を

｢

鈍
重
で

不

毛
な
+

と

形
容
す

る
の

は
､

こ

の

意
味
で

あ

る
｡

つ

ぎ
に

､

人

間
の

理

性
と
い

う
こ

の

可
能

愚
の

質
料
に

｢

神
の

恩
寵
+

(

こ

の

ば

あ
い

旧

教
の

そ

れ

【
筆

者
)

が

降
る

と
､

そ

の

質
料
に

は

形
相
が

内
在
さ

れ
て

､

人

間
の

理

性
は

理

性
と

し
て

規
定
さ

れ

る
｡

こ

こ

で
､

可
能
態
は

現
実
態
と
し

て

現
実
化
さ

れ
､

人
間
の

理

性
は

､

｢

方
法
+

を

え
て

｢

価
値
+

の

実
体
を

保
持

す
る

に

い

た

り
､

そ

れ

ゆ

え
に

有
効
な

理

性
の

形
式
を

獲
得
す
る

｡

こ

こ

で
､

モ

ン

テ

ー

ニ

ュ

に

お

け

る

｢

形
相
+

は
､

旧

教
の

神
学
体

系

に

由
来
す
る

｢

神
の

恩
寵
+

に

の

み

限
定
さ

れ

な
い

｡

こ

れ
は

､

稿
を

改

め
て

論
ず
る
が

､

モ

ン

テ
ー

ニ

ュ

に

お

け

る

自
然
と

神
と

ほ
､

相
互
に

媒

体
と

な

る

関
係
に

あ
っ

て
､

そ

れ

ら

は

相
互
に

自
己

同
一

性
を

保
っ

て

い

る
｡

か

れ

は
､

こ

の

自
然
観
を

人
間
個
の

う
ち

に

個
別
化
し

主
体
化
し

て

`

い

く
が

､

終
生

､

そ
の

両

者
の

基
本
的
な

関
係
を

修
正

す

る

こ

と

な

く
､

朗

(

3
)

こ

れ

を

抱
き

続
け
た

｡

ス

ト

ア

の

自
然
哲
学
に

由
来
し
､

レ

モ

ン

･

ス

ポ

(

4
)

ン

の

自
然
神
学
を

継
承
し
､

ま

た
､

一

六

世
紀
フ

ラ

ン

ス

に

お
い

て
一

般

的
で

あ
っ

た
､

こ

の

か

れ

の

自
然
観
は

､

人

間
の

理

性
の

形
相
と

し
て

､

自
然
の

恵
み

､

を

も

排
除
し

な

か
っ

た
｡

し

た
が

っ

て
､

そ
れ

に

よ
っ

て

人
間
の

理

性
が

理

性
と

し

て

現

実
化
さ

れ

る

形
相
は

､

神
の

恩
寵
と

自
然
の

恵

み
､

で

あ

る
｡

か

れ

の

う
ち

に

は
､

そ

れ

ら

以

外
に

､

人

間
の

理

性
を

有
効
な

理

性
と

し

て

発
現
さ

せ

る

形
相
は

な
い

｡

前
者
に

基
礎
づ

け

ら
れ

た

理

性
を

(

神

的

理

性
)

､

後
者

に

基
礎
づ

け

ら

れ

た

理

性
を

(

自
然
的
理

性
)

､

と

仮
名
す
る

｡

他
項

､

か

れ

に

と
っ

て

人

間
の

理

性
が

兼
規
定
の

質
料
で

あ

る

と

き
､

前
記
の

形
相
以

外
の

何
か

に

よ
っ

て

現
実
化
さ

れ

た

理

性
が

あ

り

う
る

｡

人

間
は

､

理

性
的

･

感
性
的
実
存
と
し

て
､

な

か

ん

ず
く

実
践
的
実
存
と

し
て

､

生

き

る

ほ

か

な
い

の

で

あ

る

か

ら
､

人

間
の

う
ち

に

｢

質
料
+

と

し
て

あ

る

も
の

は
､

生
の

実
践
に
■

相
即
し

て
､

即
自
的
に

｢

形
式
+

化
さ

れ

な

け
れ

ば

な

ら

な
い

｡

モ

ン

テ

ト

ニ

ュ

が

そ
の

生

涯
を

閉
じ
た

一

六

世

紀
フ

ラ

ン

ス

の

社

会

は
､

新
･

旧

両
キ

リ
ス

ト

教
の

対

決
を

主
軸
に

し

た
､

人

間
の

内
と

外
と

を

貫
く

あ

ら

ゆ
る

諸
価
値
の

闘
争
に

彩
ら

れ
た

｡

し

か

も
､

こ

れ

を

集
約

し
た

宗
教
戦
争
は

､

ド

イ

ツ

農
民
戦
争
と

同
じ

く
､

そ

の

基
礎
に

あ
っ

た

階
級
闘
争
の

顕
現
な

の

で

あ

る
｡

こ

の

よ

う
な

社
会
を

自
覚
的
に

生

き

抜

い

た

人
び

と
は

､

も

ほ

や
､

伝
来
の

旧

教
に

の

み
､

み

ず
か

ら
の

精
神
を

託
す

勇
気
を

も
つ

こ

と

は

で

き

な

か
っ

た

は

ず
で

あ
る

｡

あ

る
い

は

古
代

か

ら

復
興
さ

れ
､

あ
る

い

は

新
た

な

生

活
体
験
か

ら

創

生
し

た

諸

価

値

曲

ノ

甥
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_

が
､

か

れ

ら
の

精
神
を

捕
え

た

で

あ

ろ

う
｡

時
代
は

､

も
は

や
､

理

性
の

｢

形
相
+

を
､

旧

教
に

よ

る

神
の

恩

寵
に

の

み

限
る

こ

と
を

許
さ

な

か

っ

た
の

で

あ
る

｡

旧

教
の

信
仰
真
理
の

論
証
に

奉
仕
す
る

と

い

う

使

命
か

ら
､

理

性
は

解
放
さ

れ

な

け
れ

ば

な

ら

な

か
っ

た
｡

モ

ン

テ
ー

ニ

ュ

は
､

理

性
が

旧

教
(

自

然
)

の

枠
を

逸
脱
し

て

行
使
さ

れ

た

典
型
的
な

事
例
を

新
教
の

発
生

に

み

た

が
､

か

れ

は
､

旧

教
と

な
ん

ら

か

の

形
で

対

立

す
る

理

性
を

､

い

ず
れ

も
､

そ

れ
の

有
効
性
を

保
障
す

る

形

相
の

欠
落
し
た

理

性
で

あ

る
､

と

規
定
し

た
｡

そ

れ

ゆ

え
､

｢

=

‥

人
間
的
理

性
は

､

い

た

る

と

こ

ろ
で

道
に

迷
う
ば

か

り
で

あ

り
､

そ
れ

が

神
的

諸
事
物
に

か
か

わ
る

と

き
に

は
､

特
別
そ

う
で

あ

る
｡

…

…

そ
れ

が

こ

の

偉
大
な

共
通
の

道
(

ロ

ー

マ

教

会
に

よ
っ

て

措
か

れ

踏
み

固
め

ら
れ

た

道

⊆
-

筆

者
)

を

失
う
や

い

な
や

､

理
性
は

､

ば

ら

ば

ら
に

な
っ

て
､

さ

ま

ざ

ま
の

何
千
と

も

な
い

途
に

散
逸
す
る
+

(

誌
○
)

ほ

か

な
い

の

で

あ

る
｡

中
世
以

来
の

形
而
上

学
的
神
学
体

系
の

支
配
を

打
破
し
っ

つ

あ

り
､

し

か

も
､

い

ま

だ

そ

れ

を

決
定
的
に

覆
え

す
新
た

な

価
値
体
系
の

出
現
を

み

て

い

な
い

一

六

世
紀
フ

ラ

ン

ス

の

現
実
を

､

こ

の

人
問
的
理

性
の

規
定

は
､

鮮
か

に

再
現
し
て

い

る
｡

形
相
を

欠
い

た

人

間
の

理

性
､

こ

れ
が

､

(

人

間
的
理

性
)

で

あ

る
｡

(

人

間
的
理

性
)

は
､

な

ん

ら
か

の

形
態
で

反
旧

教
に

か

け

た

あ

ら

ゆ
る

精
神

､

そ

し
て

､

そ
の

意
味
に

お

け
る

人

間
の

理

性
の

現
実
態
で

あ
る

｡

モ

ン

テ

ー

ニ

ュ

に

お

け
る

理

性
観
は

､

質
料
と

し

て

人

間
の

う
ち
に

存

在
し

て

い

る

人

間
の

理

性
が

神
(

自

然
)

の

恵
み

を

形
相
と

す
る

か

し

な

い

か

に

対

応
し

て
､

(

神

(

自

然
)

的
理

性
)

と

し

て
､

あ

る

い

は
､

(

人

間
的
理

性
)

と

し

て
､

現

実
化
さ

れ
る

､

と
い

う
(

理

性
の

二

重
性
)

に

斗

､

書

(

6
)

あ
る

｡

(

人

間
的
理

性
)

は
､

そ

れ

ゆ

え

あ

く
ま

で
､

人

間
の

本

質
で

あ
る

｡

そ

し
て

､

人
間
の

理

性
能
力
で

あ
る

｡

モ

ン

テ

ー

ニ

ュ

の

こ

と

ば
･

(

妄
断
)

は
､

実
は

､

こ

の

(

人

間

的
理

性
)

の

形
式
と

実
体
と

を

も
っ

と

も

適
切
に

意
味
し

う
る
こ

と

ば

な
の

で

あ
る

｡

し

た

が
っ

て
､

(

妄
断
)

は
､

か

れ

に
お

い

て

は
､

人

間
の

本

質

で

あ

り
､

理

性
能
力
で

あ

る
｡

(

妄
断
)

が
こ

の

(

人

間

的
理

性
)

と

同
値
で

あ

る
こ

と

を

証
明
す
る

た

め
に

は
､

さ

し

あ

た
っ

て
､

モ

ン

テ
ー

ニ

ュ

に

お

い

て
､

(

妄
断
)

が

人

間
の

本
質
と
し

て

規
定
さ

れ
て

い

る
､

こ

と

を

示
し

さ

え

す
れ

ば

よ

ヽ

0

ヽ

し

モ

ン

テ

ー

ニ

ュ

は

い

う
､

｢

(

妄

断
)

は
､

わ

れ

わ

れ

の
､

生

来
の

(

ロ

巳

喜
e
】

-

e
)

､

原
初
的
な

(

○

ユ
g

ぎ
e
-

-

e
)

病

(

ヨ
巴
p

巴
e
)

+

(

怠
○

と
､

あ
る

い

は
､

｢

真
実
の

と
こ

ろ
､

自
然
は

､

わ

れ

わ

れ

の

悲

惨
か

つ

力

弱
い

存
在
を

慰
め

る

た

め

に
､

(

妄
断
)

だ

け
を

分
け

与
え

た
､

よ

う

に

み

え
る
+

(

窒
-

)

と
｡

前
者
の

文
脈
内
で

は
､

(

妄
断
)

は
､

そ

れ
の

機
能
を

と

お

し

て

現

実

化
さ

れ
た

現
象
形
態

･

｢

病
+

を

述
語
と

し
て

い

る
｡

こ

こ

で

い

う
｢

病
+

は
､

い

わ

ゆ
る

病
気
を

指
示

す
る

の

で

は

な

く
､

｢

精
神

､

心
､

民
族

を

(

6
)

乱
す
も
の
+

を

含
意
す
る

｡

か

り

に

(

妄
断
)

を

本
質
と

す
れ

ば
､

｢

病
+

は

現

象
で

あ
る

､

と

い

う
関
係
を
こ

の

命
題
は

意
味
す
る

｡

そ

れ

ゆ

え
､

こ

の

｢

病
+

が

｢

生

来
の

原
初
的
な

病
+

で

あ
る

と

き
､

(

妄

断
)

も

同

じ

く

｢

生

来
の

原
初
的
な
+

人

間
の

属
性
な
の

で

あ
る

｡

こ

の

命
題
の

主
語

･

(

妄
斬
)

は
､

嶺
者
の

文
脈
内
で

ほ
､

そ
の

述
語

･

郎
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｢

病
+

を
､

同
じ

く
一

六

世
紀
フ

ラ
ン

ス

を

投
映
す
る

｢

わ

れ

わ

れ
の

悲

惨
か

つ

力
弱
い

存
在
+

に

換
言
し

て
､

創
造
者

･

自
然
の

作
為
に

よ
っ

て

人

間
に

附
与
さ

れ

た
､

と

さ
れ

て

い

る
｡

神
と

自
己

同
一

を

保
つ

自
然
の

営
為
は

､

あ

た

か
､

も

そ

れ

｢

だ

け
+

し

か

人

間
が

も

た

な
い

か

の

よ

う
な

(

妄
断
)

に
. ､

人
間
を

人
間
た

ら

し

め

る

特
徴
を

与
え
た

､

と
い

う
の

で

あ

る
｡

し

た

が
っ

て
､

(

妄
断
)

は
､

同

時
に

､

他
の

譜
動
物
か

ら

人

間
を

識

別
す
る

指
標
で

も

な

け
れ

ば

な

ら

な
い

｡

人
間
を

他
の

動
物
た

ち

に

対
比

し

た

モ

ン

テ
ー

ニ

ュ

は
､

｢

…

…

あ

ら

ゆ

る

動
物
の

う
ち

､

人

間
ひ

と

り
が

､

想
像
力
と
い

う
こ

の

自
由
(

O

e
{
t

e

-

旨
e

ユ
か

d
2

-
､

片
ロ
p

的
-

ロ
b

巨
○

且

と

息
憩
の

こ

の

奔
放
さ

(

O

e

計
→

e
∽

巴
e
･

ヨ
e

き
(

訂

匂
2

日

臥
2

且

と

を

も
っ

て

い

る

…

…
そ

れ

は
､

人

間
に

と
っ

て
､

あ

ま

り
に

&
エ
ロ

同

値
で

買
わ
さ

れ
た

優
越
性
で

あ

る
+

(

旨
e

と

慨
嘆

す
る

｡

こ

こ

で
､

｢

想
像
力
と
い

う
こ

の

目
由
と

思
想
の

奔

放
さ
+

は
､

そ

の

機
能
に

主
点
を

置
い

て

把
え

た

(

妄
断
)

に

ほ

か

な

ら

な

い
｡

(

妄

断
)

は
､

他
の

動
物
に

は

み

ら
れ

な
い

､

人

間
に

固
有
な

し
か

も

不

幸
な

｢

優
越
性
+

な
の

で

あ
る

｡

(

妄
断
)

が

自
然
か

ら
の

人

間
へ

の

賜
物
で

あ
る

と

き
､

そ
し

て
､

そ

れ

が

他
の

詔
動
物
か

ら

人

間
を

識
別
さ

せ

る

唯
一

の

指
標
で

あ
る

と

き
､

そ

れ

は
､

人

間
の

本
質
で

あ

る
｡

す
な

わ

ち
､

モ

ン

テ

ー

ニ

ュ

に

お

け

る

(

妄
断
)

は
､

た

と

え

ば
､

デ

カ

ル

ト

に

お

け
る

｢

理

性
あ

る

い

は

良

識
(

胃
n

且

が

わ

れ

わ

れ

を

人

間

(

7
)

た

ら

し
め
＼

動
物
た

ち

か

ら

区

別

す
る

唯
一

の

も
の

…

…
+

と
い

う
､

そ

の

理

性
･

良
識
に

､

あ

る

い

は
､

フ

ォ

イ
エ

ル

バ

ッ

ハ

に

お

け

る

｢

…
･

`

自
己
の

種
属
や

自
己
の

本
質
性
や

を

対
象
に

も
っ

て

居
る

者
の

と
こ

ろ

に

餌

あ

る
:
･

…
+

意
識

､

つ

ま

り

｢

理

性
と

愛
と

意
志
+

に
､

対

応
す
る

人
間

の

本
質
で

あ

る
｡

そ

し
て

､

こ

の

(

妄
断
)

が
､

モ

ン

テ
ー

ニ

ュ

に

お
い

て

は
､

(

人

間
的
理

性
)

な
の

で

あ

る
｡

(

1
)

○

巾
.

H
p

ロ
仏

e

→
-

H
一

-

P
P

ヨ
O

d
e

2 .

t

か

d

仁

如
く
H
¢

巴
㌢
-

e
〉

句
か
ー
i

㌍

A
】

O

p

ロ
､

-

巴
○

-

ワ

一

山
.

ス

コ

ラ

哲
学
に

対

決
を

迫
り

な

が

ら
､

な

お
､

一

六

世

紀
の

イ

デ
オ

ロ

ー

グ

た

ち
は

､

そ

れ
の

精
神

的

伝

統
､

思

考

様
式
を

払

拭
し

き

れ

な

か
っ

た
｡

(

2
)

ヘ

ー

ゲ
ル

『

小

論
理

学
』

松
村

一

人

訳
､

岩

波

文

庫
(

下
)
､

五

二

ペ

ー

ジ
｡

(

3
)

こ

の

時

代
に

お

い

て
､

神
が

上

位
に

立
つ

神

即

自

然
の

こ

の

観

念
は

､

か

れ
の

弁

証

法

的

な

思

惟
の

展
開

を

経

て
､

自

然
が

上

位
に

立
つ

白
然

即

神
の

観
念
に

変
貌
す
る

｡

こ

れ

が
､

そ

の

観

念
の

人

間

化
･

主

体

化
で

あ

り
､

こ

れ

と

同

時
に

､

か

れ

は

人

間

を

発

見

す

る
｡

(

4
)

→
F
e

〇
-

O

g
-

p

ロ

賢
喜

+

巴
訂

巴
d

d

-
-

訂
→

C

蒜
巴
喜
p

コ
ー

旨

日
や
叩

i

払
t

ユ

河
p

呵

m
O

ロ

d
-

(

訂

S
e

す
0

ロ
n

訂

を
モ

ン

テ

ー

ニ

ュ

は

み

ず
か

ら

仏

訳

し
て

､

一

五

六

九

年
に

出

版

し
た

｡

(

5
)

モ

ン

テ

ー

ニ

ュ

に

お

い

て

は
､

こ

れ

ら
の

ほ

か

に
､

み

ず
か

ら

批

判

し

分

析

す
る

に

あ

た
っ

て

行

使
し
て

い

る
､

か

れ

自

身
い

ま
だ

無
意

識
の

理

性
が

あ

る
｡

こ

れ

は
､

後
に

デ

カ

ル

ト

が

抽
出
し
て

､

人

間
の

本

質
と

し

て

規

定

す
る

｢

批

判

的
理

性
+

で

あ

る
｡

(

6
)

対

日
小

訂

E
t

t

l

か

ぃ
ゐ

巴
○

叶

訂
n

n

巴

完

(

訂

-

P

F
n

聖
←
化

耳
p

n
¢

巴
s

¢
.

蛾

′

ザ
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(

7
)

ロ
e

琶
P

ユ
e
∽

〉

ロ
打

岩
○
ロ

読

む
①

-

P

ヨ
か
t

F
O

(

訂
〉

t
e

已
e

か

t

p
b

ご

廿
p
→

P
O

已
∽

P
叫

P

a
u

C
-

P
∽
∽
-

β

莞
払

G
P
→

ロ
i

e

♪

-

宗
○

-

マ

レ

い
.

(

8
)

フ

ォ

イ
エ

ル

バ

ッ

ハ

『

キ

リ

ス

ト

教
の

本

質
』

船

山

信
一

訳
､

岩

波

文

庫
(

上
)

､

五

五

～
五

八
ペ

ー

ジ
｡

二

人

間
的
理

性
と

勺
1

か
s

O

ヨ

官
訂
n

(

妄
断
)

が
(

人

間
的
理

性
)

に

等
し
い

こ

と

を

確
証
す
る

た

め
に

は
､

両
者
が

等
し

く

基
礎
を

欠
く
こ

と
､

そ
し

て
､

(

妄
断
)

が

い

か

な

る

能

力
に

よ
っ

て

機
能
す
る

能
力
で

あ
る

か
､

を

示
せ

ば

よ
い

｡

ま

ず
､

な
に

ゆ

え

に
､

神
･

自
然
の

恩
寵
に

拾
さ

な
い

(

人

間

的
理

性
)

は
､

そ

れ

の

有
効
性
を

保
障
す
る

基
礎
を

欠
く
こ

と

に

な

る
の

か
｡

こ

れ

は
､

モ

ン

テ

ー

ニ

ュ

の

認
識
論
の

問
題
で

あ

る
｡

『

エ

γ

セ

ー
』

第
二

巻
第
十
二

章
を

執
筆
し

た

時
代
(

一

五

七

四

?

1

-
一

五

七

九
?
)

の

モ

ン

テ
ー

ニ

ュ

の

認
識
論
は

､

き

わ

め
て

近

代
的
な

感
覚
論
を

前
提
す
る

｡

か

れ
の

こ

の

前
授
は

､

｢

…
…

感

覚
は

､

人

間
の

(

9
)

認
識
の

は

じ
め

で

あ

り
､

終
り
で

あ
る
+

(

巴
山
)

と

い

う

命
題
に

つ

く
さ

れ
て

い

る
｡

人

間
の

認

識
か

ら

は
､

生

得
観
念
の

一

切

が

排
除
さ

れ

る
｡

こ

れ
は

､

認
識
の

源
泉
と

し
て

感
覚
の

ほ

か

に

理

性
を

認
め

ざ

る

を

え

な

(

1
.
〇
)

か

っ

た
ス

ト

ア

哲
学
の

認
識
論
や

､

感
覚
お

よ

び

内
省
か

ら

え

ら

れ

た

観

念
か

ら

知
識
が

う
ま

れ

る

と

す
る

ロ

ッ

ク

の

認
識
論

､

な

ど

を

越
え

た

純

粋
な

一

元
的
認
識
論
で

あ

る
｡

し
か

し
､

モ

ン

テ
ー

ニ

ュ

に

と
っ

て
､

感
覚
は

､

ま
っ

た

く
､

信
娠
で

き

な
い

｡

か

れ

は
､

あ

ら

ゆ

る

認
識
の

汝
泉
で

あ

る

と

み

ず
か

ら

認
め
る

人

間
の

感
覚
が

客
観
的
対

象
を

把
握
し
え

な
い

ば

か

り

か
､

把
握
し
て

も

♯

汁

誤
っ

て

受
容
す
る

､

と
い

う
■
の

で

あ

る
｡

人

間
の

感
覚
が

事
物
を

正

確
に

受
容
し

え

な
い

の

は
､

か

れ

に

よ

れ

ば
､

第
一

に
､

真
理

を

確
実
に

し

か

も

そ
の

本

質
に

お

い

て

知
覚
す
る

に

は

人

間
の

も
つ

五

感
だ

け
で

は

不

足

し

て

い

る

か

ら
､

第
二

に
､

こ

の

人

間
の

感

覚
そ

れ

自
体
が

対

象
を

確
実

に

受
容
し

え

な
い

か

ら
､

第
三

に
､

本
来
誤

謬
に

満
ち
た

感
覚
が

情
念
の

起
伏
に

よ
っ

て

そ
の

誤
謬
を

倍
加
さ

れ

る
か

ら

(

空
中

1

笥
∞
)

で

あ

る
｡

感
覚
の

考
察
に

あ
た

っ

て
､

デ
ィ

ド
ロ

ー

に

先

行
し
て

仮
説
的
に

古
人

を

設
定
し

た

(

宗
h
T

･

･
深
山
)

モ

ン

テ

ー

ニ

ュ

は
､

前
者
が

感
覚
的
経
験
の

人

間
精
神
に

た
い

す
る

決
定
的
な

規
定
性
へ

の

確
信
へ

と

確
か

な

歩
み

を

進
め

た
の

と

は

ま
っ

た

く

逆
に

､

第
一
に

､

生

ま

れ

な
が

ら
に

し

て

感
覚

を

欠
く

人

間
が

そ
の

感
覚
の

欠
除
を

み

ず
か

ら

発
見
す
る

の

は

不

可
能
で

あ

る
､

と

確
信
し
､

第
二

に
､

そ

れ

に

も

か

か

わ

ら

ず
そ
の

感
覚
を

あ

た

か

も

備
え
て

い

る
か

の

よ

う
に

人

間
が

振

舞
う
こ

と
へ

の
､

非
難
を

越
え

た

嘲
笑
に

い

た
っ

て
､

終
る

｡

感
覚
へ

の

こ

の

深
い

不

信
は

､

モ

ン

テ
ー

ニ

ュ

が

主
体
的
に

思
索
を

開

始
し

た

時
代
に

お

い

て
､

何
が

真
理

で

あ

る

か
､

そ
の

真
理
を

真
理

と

し

て

判
断
す
る

公

準
が

何
で

あ

る

か
､

と
い

う

判
断
の

基
準
が

い

か

に

混
乱

し

て

い

た
か

を
､

そ

し
て

､

ど

れ

ほ

ど

急
激
に

社
会
が

変
貌
■を
遂
げ

て

い

た

か

を
､

物
語
っ

て

い

る
｡

人

間
が

そ

れ

以

外
に

渡
る

こ

と
の

で

き

な
い

感
覚
を

さ

え
､

か

れ

は

否
定
す

る

ほ

か

な

か
っ

た
の

で

あ
る

｡

後
に

う
ま

れ

る

か

れ
の

経
験
主
義
は

､

こ

の

感
覚
不

信

皇
別

掟
す
る

｡

認
識
の

第
一

原
因
で

あ

る

感
覚
の

無
能
力

性
こ

そ
､

形

相
を

欠
い

た

(

人
間

的
理

性
)

の

無
根
拠
性
な

の

で

あ

る
｡

社
会
の

末
端
に

い

た

る

ま

で

そ
の

支
配
力
を

及
ぼ

し
た

旧

教
を

何
ら

か

の

形
で

否
定
す
れ

ば
､

そ

の

併
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と

き

行
使
さ

れ
る

人

間
の

理

性
は

､

姶
漁
的
に

は
､

こ

の

感

覚
に

依
存
す

る

ほ

か

は

な
い

｡

人

間
の

理

性
を

有
効
的
に

保
障
す
る

形
相
は

､

い

よ

い

よ
､

神
(

自

然
)

の

恵
み
に

厳
し

く

限
定
さ

れ

て

く

る
｡

(

妄
断
)

は
､

ど
の

よ

う
に

し

て
､

こ

の

(

人

間

的
理

性
)

の

無
根
拠

性
に

等
し
い

の

か
｡

こ

れ

は
､

宅
か

器
2
官

-

○
臼

の

語
義
を

検
討
す
れ

ば

明
ら

か

に

な

る
｡

勺
1

か

岩
ヨ

官
叫

○

β

の

語
義
は

､

リ

ト
レ

に

よ

れ

ば
､

ま

ず
､

｢

証
拠
の

手

掛
り

な
い

し

は
一

応
の

証
拠
に

基
づ

い

て

な

さ

れ
る

判

断

行

為

(

首
g

?

(

11
)

m
e

已
)

+

で

あ
る

｡

｢

証
拠
の

手
掛
り

な
い

し

は
一

応
の

証

拠
+

は
､

確

証
さ

れ
て

い

な
い

証
拠

､

あ

る

い

は

誤
謬
で

あ

る

こ

と

を

ま
ぬ

か

れ

な
い

基

礎
､

の

こ

と
で

あ

る
｡

そ

れ

ゆ

え
､

こ

れ

に

依
拠
し
て

な
さ

れ

る

判
断

行
為
は

､

そ
れ

の

経
過
で

あ

る

推
論
が

正

し

く
て

も
､

確
実
な

判
断
に

達

す
る
こ

と

は
で

き

な
い

｡

他
方

､

リ

ト
レ

の

い

う
判
断
行
為
は

､

そ

の

同

義

語
が
0

0

且
e

の
t

弓
e

､

そ
の

語
源
が

勺
り
か

∽

ロ

ヨ
e

→

あ

る
い

は
‥

胃
e

n

賢
e

e
P

≠
p

⊇
U

e

で

あ
る

よ

う
に

､

結
果
と

し
て

の

｢

判
断
+

で

は

な

く
､

そ

の

結
果
に

到
達
す
る

過
程
に

働
く

精
神
能
力
で

あ
る

｡

そ
れ

は
､

a
O
t
-

○

口

中
0

首
g
e

→

で

あ

り
､

む

し

ろ
､

モ

ン

テ
ー

ニ

ュ

が

冒
-

払

○

ロ

と
し

ば

し

ぼ

同
義
に

使
う

d

訂
0

0

喜
∽

に

近
い

｡

(

妄
断
)

は
､

語
義
の

う
え

か

ら
､

モ

ン

テ
ー

ニ

ュ

に

お

い

て

は

(

人

間
的
理

性
)

に

等
し

い

こ

と

が

証
明

さ

れ

る
｡

す

な

わ

ち
､

第
一

に
､

(

人

間
的
理

性
)

が

そ

の

あ

ら

ゆ

る

基
礎
を

お

く

感
覚
の

不

確
実
性
は

､

(

妄
断
)

が

基
づ

く

前
提
の

不

確
実
性
に

等
し
い

｡

第
二

に
､

(

人

間
的
理

性
)

が

人

間
に

本
質
的
な

精
神
能
力
で

あ

る
こ

と

は
､

そ
れ

が

精
神
能
力

で

あ

る

点
に

お

い

て
､

(

妄
断
)

の

判
断
行

為
に

対
応
す
る

｡

(

妄
断
)

は
､

ボ

な
か

ん

ず
く

､

(

人

間
的
理

性
)

の

無
根
拠
性
に

重

点
を

置
い

た

人

間

に

朗

本

質
的
な

精
神
能
力
で

あ

る
｡

｢

エ

ッ

セ

ー
+

の

全
編
を

貫
く

､

人

間
を

含
め
た

あ

ら
ゆ

る

存
在
の

流

転
､

と
い

う
か

れ

の

存
在
論
は

､

基

本
的
に

､

そ

れ

を

な
お

人

間
の

本
質

と

し
て

生

き

な
け

れ

ば

な

ら

な

か
っ

た

(

妄
断
)

の

無

根

拠

性
に

､

そ

の

論
理

的
根
拠
を

与
え

ら

れ

て

い

る
｡

理

性
能
力
と
し

て

の

(

妄
断
)

は
､

こ

こ

で
､

判
断
行
為
で

あ

る

が
､

モ

ン

テ
ー

ニ

ュ

の

ば

あ
い

､

こ

の

判
断
行

為
は

､

具
体
的
に

ど
の

よ

う
な

精
神
能
力
で

あ
る

の

か
｡

つ

ぎ
に

､

こ

れ

を

能
力
そ

の

も

の

に

お
い

て

検
討
す
る

｡

(

妄
断
)

は
､

同
じ

く

人

間
の

本
筋
只

で

あ

る

一

日

長
打
a
t
-

○

ロ

(

想

像

力
)

を

包
摂
し

､

し
か

も
､

こ

れ

に

よ
っ

て

導
か

れ

る

精
神
能
力
で

あ

る
｡

あ

ら
か

じ

め
､

想
像
力
が

人

間
の

本
質
で

あ

る
こ

と

を

示
し
て

お

か

な

け

れ

ば

な

ら

な
い

｡

モ

ン

テ

ー

ニ

ュ

ほ
､

他
の

諸
動
物
に

人

間
を
比

較
し

て
､

｢

わ

れ

わ

れ

は
､

想
像
し

幻

想
す
る

資
産

(

E
e

ロ
∽

i

ヨ
腰
叫

-

ロ

巴
1

2
∽

e

t

f

P
ロ
t

p
∽

江

空
ト

e
班
)

や

未
来
の

存
在
し

な
い

資
産
(

訂
e

ロ
∽

2

ど
諾
e

t

p

平

等
日
払
)

を

わ

れ

わ

れ

の

も
の

と

し
て

い

る
+

(

訟
¶

)

と

い

う
｡

(

妄

断
)

の

同
義
で

あ

る

す
で

に

引
用
し

た

｢

想
像
の

こ

の

自

由

と

思

想
の

奔

放

さ
+

が
､

こ

こ

で

い

う
､

｢

想
像
し

幻
想
す
る

資
産
や

未
来
の

存
在

し

な

い

資
産
+

で

あ
る

｡

モ

ン

テ

ー

ニ

ュ

の

語

嚢
で

は
､

f

P

ロ
t

巴
巴
e

と

想
像

(

1 2
)

カ
と

は

同
意
義
で

あ

る
｡

富
n

:
ヨ
a

g
-

邑
謹
㌢

㌻
已

邑
官
法

は
､

そ

れ

ゆ
え

､

ほ
か

な

ら
ぬ

人

間
の

属
性
(

E
e

日
仏
)

と

し
て

の

想
像
力
で

あ

る
｡

こ

れ

と

同
値
の

｢

未
来
の

存
在
し

な
い

資
産
+

は
､

非
現
実
的
な

想

像
力
が

人

間
の

本
質
的
属
性
で

あ

る
こ

と

を

意
味
す
る

｡

･
¢

功
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人

間
の

本
質

･

(

妄
断
)

と

想
像
力
と
の

同
義
性
は

､

す
で

に

ほ

ぼ

明

ら
か

で

あ

る

が
､

つ

ぎ
の

二

つ

の

文
脈
に

お

け
る

そ
の

ほ

ぼ

同
じ

意
味
内

容
に

よ
っ

て

証

明

さ

れ

る
｡

｢

同
じ
こ

の

想
像
力
の

空
虚
さ

に

よ
っ

て

こ

そ
､

人

間
は

､

み

ず
か

ら

を

神
と

等
し

く

し
､

み

ず
か

ら

に

神
の

諸
条
件

を

帰
し

て

い

る
｡

+

(

壱
∞
)

｢

わ

れ

わ

れ
の

(

豪
断
)

の

空
虚
さ

は
､

わ

れ

わ

れ
の

能
力
を

神
の

賜
物
に

帰
す

る

よ

り
､

わ

れ

わ
れ

の

力
に

帰
す
る

万

を

好

ま

せ

る
｡

+

(

旨
○

す
な

わ

ち
､

両

者
は

､

い

ず
れ

も
､

無
根
拠
性

で

あ

る
が

ゆ

え
に

｢

空
虚
+

と

同
相
で

あ

り
､

そ

れ
に

も
か

か

わ

ら

ず
､

人

間
に

そ
の

自
己

信
顧
を

与
え

る
｡

し

か

し
､

両
文
脈
の

結
び

の

微
妙
な

差
異
に

､

留
意
す
べ

き
で

あ
る

｡

類
推
や

推
測
も

､

そ
の

空
虚
さ

に

お

い

て
､

そ

れ
の

機
能
に

お
い

て
､

(

妄
断
)

･

恕
像
力
に

ほ
ぼ

等
し
い

｡

｢

…

と

が

あ

ろ
う
か

｡

神
を

わ

れ

わ
れ

の

類
推

首
t

仁

記
)

に

よ
っ

て

見
抜
く
こ

L

ほ

ど
:

る
｡

C
O

且
e
c

t

ロ

岩

は

匂
H

か

琶
ヨ

官
-

O

n

･

つ

ぎ

の

こ

と

ほ

ど

空

虚
な
こ

(

p

ロ

已
O

g

訂
)

や

推
測

(

c

O

ロ
･

■
⊥

(

い

ご
)

と

か

れ

は

の

ぺ

の

同
義
語
で

あ

る
｡

そ

し

て

a
ロ

巴
○
的

訂

は

想

像
力
の

能
力
に

含
ま

れ
て

い

る
｡

想
像
力
は

､

し

か

し
､

(

妄
断
)

と

ま
っ

た

く

同
じ

機
能
の

能

力
で

は

な
い

｡

(

妄
断
)

は

想
像
力
に

よ
っ

て

機
能
す
る

能
力
で

あ

る
｡

想

像
力
と

(

妄
断
)

と
に

ほ

ぼ

同
じ

意
味
内
容
を

も
た

せ

た

各
原
文
の

一

部
を

抜

草
す
れ

ば
､

:

C

軒
t

勺

寛
-

P

昌
n

･
夏
d
e

O

e
t

t

2

日
2
∽

2
e

-

2

品
-

ロ
a
什

}

○

ロ

β
亡

J
-

の

♂

笥
-

e

㌢

U
-

e

宇

…
･

㌧

｡

J
P

く

甲
ロ
ー

t

か

･

a
わ

}

岩
払
t

→

e

▲

胃
e

琶
m
p

t

-

O

n

f

已
O
t

β

仁
e

ゴ
○

宏

P
1

日
O

n
S

-

已
e

告

計
宝

-

1

㌢

n

O
∽

訂
1

C

e
∽

宅
〉

㌢

∽

p

=

訂

邑
i

t

か

●

廿

日

○
∽

汀
e

2
田
幹

巴
呂
e

=

=

こ

で

あ
る

｡

(

妄
断
)

と

想
像
力
と
の

間
に

横
た

わ

る

差
異
の

判
別

は
､

き

わ

め
て

困

難
で

あ

る

が
､

あ

え
て

行
え

ば
､

つ

ぎ
の

よ

う
な

区

別
を

す
る

こ

と
が

で

き
る

で

あ

ろ

う
｡

想
像
力
は

､

動
的
な

精
神
的
態
度
を

結
果
す

る

に

す
ぎ

ず
､

倫
理

的
な

価
値
判

断
の

い

ま
だ

及
ぶ

こ

と

の

で

き

な
い

精

神
行
為
そ

れ

自
体
の

力
で

あ

る
｡

こ

れ

に

た
い

し
て

､

(

妄
断
)

は
､

｢

好

む

よ

う
に

す
る
+

の

｢

好
む
+

が

明

ら

か

に

示

す
よ

う
に

､

静
的
な

心

的

態
度
を

産
み

出
し
て

い

る
｡

静
的
で

あ

る

が

ゆ

え
に

､

そ
れ

は

す
で

に

価

値
判

断
の

対

象
に

設
定
さ

れ

た
､

あ

る

い

は
､

そ
の

判
断
を

す
で

に

う

け

た
､

あ

く

ま
で

ひ

と
つ

の

倫
理

的
態
度
で

あ

る
｡

前
者
の

能
力
を

､

仮
に

､

過
程
あ

る

い

は

無
色
と

す
れ
ば

､

後
者
の

そ

れ

は
､

結
果
あ
る

い

は

有
色

で

あ

る
､

と
い

え

る
｡

想
像
力
は

､

精
神
能
力

･

(

妄
断
)

に

お

け

る

判

断
力
を

､

行

使
す
る

段

階
に

導
く

精
神
能
力
で

あ

る
､

と
い

っ

て

よ

い

と

田

チ
つ
｡

(

妄
断
)

の

判
断
行

為
は

､

モ

ン

テ

ー

ニ

ュ

に

お
い

て

は
､

ど

れ
は

ど

に

正

し
い

推
論
の

過

程
を

経
て

も
､

前
提
と
し

て

確
実
な

根
拠
を

欠
く

前

提
か

ら

出
発
す
る

は

か

な
い

の

で

あ
る

か

ら
､

も
は

や
､

幻
想
に

似
た

想

像
行
為
に

ほ

か

な
ら

な

く
な

る
｡

か

れ
の

い

う
想
像
力
は

､

基

礎
な

き

基

礎
を

原
初
と

す
る

判
断
行
為
の

過
程
を

推
進
す
る

精
神
能
力
で

あ

る
｡

そ

れ

に

よ
っ

て

(

豪
断
)

が

機
能
す
る

想
像
力
は

､

(

妄
断
)

に

包

摂
さ

れ

る

同
じ

く

人
間
の

本
質
な
の

で

あ

る
｡

(

妄
断
)

の

能
力
を

荷
う

能
力
を
こ

の

想
像
力
と
せ

ざ

る

を

え

な

か
っ

た

と
こ

ろ

に
､

モ

ン

テ

ー

ニ

ュ

が
､

(

妄
断
)

を
(

人

間
的
理

性
)

と

同
値

と
し

た

論
理

的
な

根
拠
を
み

る

こ

と

が

で

き

る
｡

6 少
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形
相
を

欠
い

た
い

わ

ゆ

る

(

人

間
的
理

性
)

が
､

(

妄
断
)

で

あ

る
｡

か

れ

も
こ

れ

を

証
言
し
て

｢

各
人
が

自
己
の

う
ち

に

担
造

す
る

こ

の

見
せ

か

け
の

理

性
(

巴
払

旨
日

記
)

を
､

わ

た

し

は
つ

ね

に

理

性

(

岩
-

岩
ロ
)

と

呼
ぶ
+

(

巴
い
)

と
の

べ

て

い

る
｡

こ

の

よ

う
に

､

(

妄
断
)

の

諸

規
定
は

､

現
実
に

厳
し

く

規

制

さ

れ

て

思

惟
す
る

ほ
か

な
か

っ

た
こ

の

時
代
の

モ

ン

テ
ー

ニ

ュ

が

描
い

た

現
実
的

人

間
像
の

基
本
的
な

諸
規
定
で

も

あ

る
｡

こ

こ

に

み

ら
れ

る

か

れ

の

現

実

へ

の

深
い

呼
応
に

留
意
す
べ

き

で

あ

る
｡

現
実
を

汲
む
こ

の

豊
か

な

受
容

性
こ

そ
､

古
典
古
代
の

諸
思
想
の

迫
思
惟
と
い

う
当

時
の

有
力
な

藷
発
舶
心

法
か

ら
､

か

れ

を

脱
却
さ

せ

た

起

因
た

り

え
て

い

る
｡

そ

し

て
､

こ

の

脱

却
の

可
能
性
を

た

た

え

た

範
疇
が

､

こ

の

(

妄
断
)

で

も

あ

る
｡

終
り

に
､

モ

ン

テ

ー
ニ

ュ

の

思
想
に

お

け
る
こ

の

(

妄
断
)

の

社
会
的

な

意
味
を

要
約
し

た
い

｡

第
一

に
､

か

れ

に

お

け
る

現

実
認
識
の

核
心
が

こ

の

(

妄
断
)

に

あ
る

こ

と
､

で

あ

る
｡

十
六

壮
絶
フ

ラ

ン

ス

の

社
会
的
無
秩
序
を

集
約
し
た

宗

教
戦
争
が

新
教
の

発
生
に

由
来
し

た

と

理

解
す
る

｡

か

れ

は
､

そ

れ
の

発

生

を

(

妄
断
)

の

成
果
で

あ
る

､

と

す
る

｡

人

び

と
の

不

安
､

絶
望

､

野

心

な

ど
の

あ

ら

ゆ
る

悪
徳
を

お

び

た

だ

し
い

流
血
の

悲
劇
に

よ
っ

て

表
現

し

た

当
時
の

社
会
的
無
秩
序
は

､

こ

の

(

妄
断
)

に

よ
る

倣
慢
を

媒
介
と

し
た

人

間
の

人

間
自
身
の

否
定
で

あ

る
､

と

す
る

｡

か

れ

は
､

こ

の

現
実

認
識
に

基
づ

い

て
､

(

妄
断
)

の

否
定

･

除
去
に

そ
の

あ

ら

ゆ

る

思

惟
の

エ

ネ

ル

ギ

ー

を

捧
げ

､

弁
証
法
的
に

思
想
を

発
展
さ

せ

る
｡

こ

こ

に

お
い

て
､

か

れ

は

十

六

世

紀
を

超
克
す
る

の

で

あ

る
｡

第
二

に
､

〈

妄
断
)

は
､

か

れ

の

思
想
に

反
映
し

た

十
六

世

紀
フ

ラ

ン

乃

ス

の

現
実
を

､

あ

る

視

角
か

ら
正

確
に

抽
出
し

て

い

る

こ

と
､

で

あ

る
｡

旧

教
の

信
仰
真
理
の

論
証
以

外
に

行
為
さ

れ

る

理

性
を

(

妄
断
)

と

規
定

し
た
こ

と

は
､

当

時
､

旧

教
が

ど

れ

ほ

ど

激
し
い

対

決
を

迫
ま

ら
れ

て

い

た

か

を
､

そ

れ

に

も
か

か

わ

ら

ず
旧

教
が

ど

れ

ほ

ど

に

根
強
い

支
配
力
を

も
っ

て

い

た
か

を
､

そ

し
て

､

い

ま
だ

そ

れ

に

と
っ

て

か

わ

る

新
た

な

価

値
体
系
が

確
立

さ

れ
て

い

な
か

っ

た
こ

と

を
､

明
ら

か

に

し
て

い

る
｡

(

妄
断
)

は
､

モ

ン

テ

ー

ニ

ュ

の

思

想
の

豊
か

さ

と

独

創
性
と

を

保
障

し

た
､

か

れ

と

現
実
と

の

接
点
を

な

す

範
疇
だ

と
い

え
よ

う
｡

(

9
)

ス

ト

ア

哲

学
の

教

説

を

も
い

ま
に

伝

え
る

新

懐
疑

派
の

懐

疑

主

義
者

･
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e
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E
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p
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世
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n
e
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O
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F
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