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テ
エ

ル

ゴ

に

お

け
る

認

識
の

問
題

一

昔
典
的
経
済
学
成

立
の

哲
学
的
基
礎
に

か

ん

す
る

研
究
に

つ

い

て

は
､

こ

こ

に

そ

の

必

要
を

論
ず
る

ま
で

も

な

く
､

す
で

に

お

お

く
の

成

果
が

み

ら
れ

る
｡

テ
エ

ル

ゴ

に

つ

い

て

も
､

そ

の

特
異
な

経
済
学
説

と

と

も
に

｢

進

歩
の

歴

史
理

念
+

が

贋
く

知
ら
れ
､

て

い

る
｡

し
か

し
こ

の

あ

ま
り

に

有
名

な

諸
学
説
に

此

し
て

､

こ

れ

ら

を

そ
の

根
底
に

お

い

て

支
え

て

い

る

テ
エ

ル

ゴ

の

認
識
論
偲

果
た

し
て

ど
の

よ

う
に

評
償
さ

れ

た
で

あ

ろ

う
か

｡

一

般
に

､

テ
エ

ル

ゴ

に

か

ん

す
る

解
説

な
い

し

研
究
は

､

と

も

に

テ
エ

ル

ゴ

の

経
済
改
革
の

協
力

者
で

あ
っ

た

デ
ュ

ポ

ン

●

ド
●

ヌ

ム

ー

ル

と
コ

ン

ド

ル

セ

に

よ

っ

て

は

じ

め

ら

れ
､

テ
エ

ル

ゴ

の

哲
寧
思
想
の

評
償
に

お

け
る

基
本
的

特
徴
も

す
で

に

そ

こ

に

示

さ

れ

た
｡

デ
ュ

ポ

ン

は
､

テ
エ

ル

ゴ

自
身
が

し

ば

し

ば

指
摘
し

た

よ

ノ

津

田

内

匠

(

1
)

ぅ
に

､

本
来
ケ

ネ

ー

の

亜

流
的
解
説

者
で

あ

り
.､

『

大

臣
､

テ
ユ

ル

ゴ

氏
の

生

涯
と

諸
著
作
に

か

ん

す
る

メ

ム

ワ

ー

ル
』

は

こ

の

立

場
か

ら

す
る

テ
エ

ル

ゴ

の

経
済
理

論
お

よ

び

賓
践
の

重

点
主

義
的

解
説
で

あ
っ

た
｡

し

た

が
っ

て

テ
エ

ル

ゴ

の

哲
学
思

想
に

封
す
る

評
慣
も

､

ケ

ネ

ー

お

よ

び

正

統
的
重

患
主

義

者
一

般
の

非

歴

史

的
･

観
念
論
的
傾
向

を

反
映

し

た
｡

彼
に

よ

れ

ば
､

テ
ユ

ル

ゴ

は

(

2
)

｢

神
の

存
在
の

形
而

上

寧

的

論

語
の

眞
の

根
接
+

を

確
立

し

た

か
､

あ

る

い

は
せ

い

ぜ

い

｢

テ
エ

ル

ゴ

氏
の

哲
畢
は

､

あ

ら

ゆ
る

哲
学
の

な
か

で

彼
が

も
っ

と

も

だ

と

思
っ

た

も
の

の

思

慮
に

富
ん

(

3
)

だ

選
揮
+

に

す
ぎ

な
か
っ

た

′｡

コ

ン

ド

ル

セ

は

『

テ
ユ

ル

ゴ

氏
の

生

涯
』

に

お

い

て

デ
ュ

ポ

ン

と

は

｢

異
る

観
鮎
+

か

ら

｢

テ
ユ

ル

ゴ

氏
に

お

け
る

政

治
家
と
い

フ

ィ
ロ

ゾ
ー

7

(

4
)

ぅ
よ

り
､

む

し

ろ

哲
学
者
を

認

識
さ

せ

よ

う
と

努
力
し
+

た
｡

い

わ

ば

デ
ュ

ポ

ン

が

重

患
畢
汲
の

｢

大

臣
､

テ
エ

ル

ゴ

氏
+

と

し

て

β4 ク
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解
乱

し
ょ

う
と

す
る

の

に

卦
し
て

､

コ

ン

ド

ル

セ

は

三

部
禽
の

召

集
と
い

う
ブ

ル

ジ

ョ

ワ

ジ

ー

の

具

膿
的
な

経
済
的
要
求
か

ら

政

治

的
要
求
へ

の

螢

展
の

な

か

で

ブ

ル

ジ

ョ

ワ
･

フ

ィ

ロ

ゾ

ー

フ

と

し

て

の

テ
ユ

ル

ゴ

の

諸
改

革
の

理

念
を

明

ら

か

に

す
る

こ

と

を

め
ざ

し

た

の

で

あ

る
｡

よ

く

知
ら
れ

て

い

る

よ

う
に

､

コ

ン

ド

ル

セ

は

テ
エ

ル

ゴ

の

｢

進

歩
の

歴

史
理

念
+

を

継
承
し

た

の

だ

が
､

彼
は

テ
ユ

ル

ゴ

の

認
識
論
を

｢

人

間
精
神
の

最
も

内

奥
の

認
識
に

お

け

る

ロ

ッ

ク

以

来
ほ

と

ん

ど

唯

芸
大

進

歩
+

で

あ

り
.､

｢

ロ

ッ

ク

(

5
)

と

彼
の

弟
子
た

ち
の

諸
研
究
を

修
正

し
､

さ

ら
に

完
成
し
た
+

も

の

で

あ

る

と

し

て

評
償
し

た
｡

十
九

世

紀
に

は

い

る

と
､

革
命
後
の

社
食
の

再
組
織
を

め

ざ

し

て

思

想

的
に

は

十

八

世

紀
啓
蒙
主

義
批
判
が

中
心

課
題
と

な

る
｡

テ
ユ

ル

ゴ

の

哲
学
思

想
に

封
す
る

評
償
も

､

も

ち

論
こ

の

動
き
の

な

か

に

あ
っ

た

の

で
､

さ

き

に

テ
エ

ル

ゴ

の

同

時
代

者
に

ょ
っ

て

示

さ

れ

た

唯
心

論
的
あ

る

い

は

感
覚
論
的
な
二

様
の

評
慣
は

､

ナ

ポ

レ

オ

ン

濁
裁
以

後
､

産

業
革
命
の

連

行
と

そ

れ

に

よ

る

階
級

支

配
を

め

ざ

す
ブ

ル

ジ

ョ

ワ

ジ

ー

の

動
き

に

應
じ

て

ゲ
ィ

ク

ト

ー

ル

･

ク

ザ
ン

の

折
衷
論

哲
学

慣
系
の

な
か

に

組
み

入

れ

ら

れ

る
｡

ま

ず
こ

の

時
代
の

唯
心

論
者
に

と
っ

て
､

具
髄
的
に

は

ヴ
ォ

ル

テ

ー

ル

に

封
す
る

罵
倒

､

ベ

イ

コ

ン

､

ロ

ブ

ク

の

経
験
論
哲
畢
の

杏
定
と

そ
･
の

フ

ラ

ン

ス

ヘ

の

影
蟄
の

杏
定
が

彼
ら
の

哲
草
の

重

要

(

6
)

な

部
分
で

あ
っ

た
｡

こ

う
し
た

傾
向
の

な

か

で
､

メ

ー

ヌ

･

ド
･

ビ

ラ

ン

は
､

モ

ペ

ル

テ
ユ

イ

の

不

可
知
論

的

言

語

論
に

封

す

る

テ
ユ

ル

ゴ

の

批
判
を

認
め

な
が

ら
､

そ

の

感
覚
論
的
立

場
を

超
越

(

7
)

的
に

批
判
し

た
｡

折
衷
論
饉
系
の

始
租
ク

ザ

ン

に

と
っ

て

も

感
覚

論
と

唯
物
論
に

反

封
し

､

哲
畢
を

宗
教
に

従
わ

せ

る

こ

と

が

哲
学

の

課

題
で

あ

っ

た

が
､

ク

ザ

ン

に

と
っ

て

問
題
は

十

八

世

紀
啓

蒙

哲
畢
に

封
す
る

全

面

的
否
定

で

は

な

く
､

｢

十
八

世

紀
が

十

九

世

へ

8
)

紀
に

あ

た

え

た

聖
な
る

達
磨
+

を

み

い

だ

す
こ

と
で

あ
っ

た
｡

し

た

が
つ

て

テ
エ

ル

ゴ

に

封
す
る

評
債
の

問
題
鮎
は

､

テ

ユ

ル

ゴ

が

｢

感

覚
論
の

父
+

ロ

ッ

ク

の

徒
で

あ

り
な

が

ら

観
念

論
的
に

脱
出

し

た

こ

と

で

あ

り
､

｢

紳
畢
や

宗
教
や

あ

ら

ゆ
る

正

常

な

権

威

を

攻

撃
し
+

｢

哲
学
的

自
立

性
と

い

う
高
貴
な

立

場
を

汚
し

た

人
々
+

(

9
)

｢

ド

ル

バ

ッ

ク

や

ラ
･

メ

ト

リ

に

封
立
+

す
る

こ

と

で

あ

り
､

エ

ル

グ
ェ

シ

ウ

ス

の

唯
物
論
的

･

功
利
主

義
的
倫
理

観
に

封
す
る

反

(

1 0
)

(

1 1
)

駁
で

あ

り
､

｢

今
日

､

あ

ま

り
に

見
す
て

ら
れ

て

い

る

が
+

テ

ユ

ル

ゴ

の

｢

キ

リ

ス

ト

教
の

歴

史
と

敦
禽
の

そ

れ

と
の

諸
関
係
に

お

け
る

人

類
史
に

か

ん

す
る

ラ

テ

ン

語
の

二

講
演
+

の

な

か

に

｢

グ

オ

ル

テ

ー

ル

や

フ

ァ

ー

ガ

ス

ン

の

長
い

諸
著
作
に

お

け
る

よ

り

多

(

1 2
)

∂

く
の

思
想

が

あ
る
+

こ

と
で

あ
っ

た
｡

要
す

る

に

ク

ザ

ン

は
テ
ユ

朗
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ロ

メ

C

⊥
･

-

→
仁

蒜
O
t

〉

勺
P

ユ
s

〉

-

望
T

い
･

p
･

訟
･

(

3 0
)

p
-

e

ロ
g
↑

¥

句
.

-

Q

や

Q

芦
〉

9

£
e
t

n
O
t

e

■
-

.

(

3 1
)

句

訂

3
什

〉

U

ど
○

▼

ゎ

已
七
内

さ

鼓
弓
Q

ゝ
訂
旨
も
Q

Q

軋
丸

･

訂
崎

莞
叫

知
Q

訂
誌

(

已
ユ

リ

弓
笥
㌣

Z
∈

)

づ
P

河
-

ま
∽

t

p

S
t

O

ユ
O

p

S
e

t

t

e

ヨ

官
?

D
-

O

e

m

訂
e

-

諾
N

-

9

宝
T

〇
.

ロ
O
t

e

-

〓

チ
エ

ル

ゴ

が

哲
学
研
究
に

従
事
し

た

の

は
､

一

七

四

六

年
の

『

デ
ィ

ド

ロ

の

哲
学
的
思

索
に

つ

い

て

の

諸
考
察
(

手

稿
)

』

か

ら

一

七

五

六

年
の

『

ア

ン

シ

ク

ロ

ぺ

デ
ィ

』

第
六

名
の

項
目

『

存
在
』

に

い

た

る

ま
さ

に

十
八

世

紀
中

葉
の

十

年

問
で

あ

る
｡

そ

れ

は

テ
エ

ル

ゴ

自
身
の

思

想

形

成
の

最
初
の

時
期
で

あ
り

､

彼
の

経
済

畢
研
究
の

前
段
階
で

あ

る
｡

ま

た

そ

れ

は
フ

ラ

ン

ス

啓
蒙
主

義
運

動
の

二

大

中

心
､

ア

ン

シ

タ
ぺ

デ
ィ

ス

ト

運
動
の

最
初
の

時
期
で

あ

り
､

テ
ユ

ル

ゴ

が

後
に

そ

の

｢

嶺
展
の

極
+

と

な
る

フ

ィ

ジ

オ

ク

ラ

ー

ト

運
動
の

前
段
階
で

あ

る
｡

以

上
の

諸
関
係
に

つ

い

て

特

徴
的
に

言
え

る

こ

と

は
､

テ
ユ

ル

ゴ

が

最
初
の

哲
学
的
論
文
を

書

い

た
一

七

四

六

年
に

『

ア

ン

シ

ク

ロ

ぺ

デ
ィ
』

は

正

式
の

出
版
許

可
を

得
､

テ
エ

ル

ナ

は

こ

れ

に
一

七

五

大

牛
『

語

尻

畢
』

､

『

存

在
』

､

『

膨
張

□

､

五

七

年
『

市
場
』

､

『

財
囲
』

の

諸
項

目

を

寄

稿

し

哲
畢
研

究
か

ら

経
済
畢
研
究
に

い

た

る

と
い

う
こ

と
で

あ
る

｡

そ

し

て

こ

の

二

大

運

動
が

と

も
に

そ

の

起
渡

と

基
本
に

お

い

て

は

イ

ギ

リ

ス

経
験
論
の

影
響
下
に

活
動
を

始
め

た

よ

う
に

､

テ
ユ

ル

ゴ

も

ま

た
､

こ

の

時
代

精
神
の

流
れ

の

な
か

に

あ
っ

た
｡

す
な

わ

ち
ヴ
ォ

ル

テ

ー

ル

の

『

哲
学
書
簡
』

(

一

七
三

四

年
)

に

よ

る

イ

ギ

リ

ス

経
験
論
の

具

膿
的
導
入

以

前
に

は
｢

最
上

級
の

精
神
で

さ

え
､

ま
だ

ス

コ

ラ

的
物

理

学
の

非
合
理

性
に

デ

カ

ル

ト

の

慣
定

を

お

き

か

え

よ

う

と

努
力

し
､

…
‥

渦
動
理

論
で

さ

え
､

偏
見
に

封
す
る

(

1
)

一

勝

利
で

あ
っ

た
+

の

だ

が
､

こ

の

時
期
に

は

｢

フ

ラ

ン

ス

の

デ

カ

ル

ト

主

義
者

は
ほ

と

ん

ど

全

部
ニ

ュ

ー

ト

ン

畢
汲

と

な
っ

て

し

(

2
)

ま
っ

た
+

､

つ

ま
り

デ

カ

ル

ト

の

演
繹
的

鰻
系
か

ら
ニ

ュ

ー

ト

ン

物
理

学
の

蹄
納
法
へ

､

デ
カ

ル

ト

形

而
上

単
に

お

け

る

本

有
観
念

の

承

認
か

ら
ロ

ッ

ク

の

経
験
的

認
識
に

お

け
る

そ

の

否
定
へ

の

樽

同
が

主

要
な
思

潮
で

あ
っ

た
｡

テ
ユ

ル

ゴ

白
身
は

､

一

七

四
三

年
以

来
神
畢
研
究
に

従
っ

て

い

た

が
､

同

時
に

デ

カ

ル

ト

渦
動
説

批

判
と
し

て

の

ニ

ュ

ー

ト

ン

理

論
を

学
び

､

友

人
の

影
響
を

受
け
て

グ
ォ

ル

テ

ー

ル
､

ヴ
ォ

ブ

ナ

(

3
)

ル

グ
､

フ

ェ

ヌ

ロ

ン

､

ル

ソ

ー

を

讃
み

､

す
で

に

イ

ギ

リ

ス

経
験

細
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( 3 7 ) チ エ
ル ゴ に お け る 認識 の 問題

究
浄
軌
を

方

向
づ

け
た

｡

交
友

関
係
の

な
か

に

は

ド

ル

バ

ブ

ク
､

ガ

リ

ア

ー

ニ

､

レ

イ

ナ

ル
､

エ

ル

グ
エ

シ

ウ
ス

､

ダ

ラ

ン

ベ

ー

ル

の

名
が

み

ら
れ

テ
エ

ル

ゴ

は

ダ

ラ

ン

ベ

ー

ル

を

通
じ

て

デ
ィ

ド

ロ

に

合
い

『

ア

ン

シ

ク

ロ

ぺ

デ
ィ
』

へ

寄
稿
す
る

こ

と
に

な
る

｡

そ

し

て

こ

こ

で

興

味
あ

る

こ

と

は
､

す
で

に

の

べ

た

よ

う
に

テ
ユ

ル

ゴ

は

ロ

ブ

ク

や
ニ

ュ

ー

ト

ン

を

学
ぶ

こ

と

に

よ
っ

て

デ
カ

ル

ト

渦

動
説
を

批
判
し

た

の

だ

が
､

′
一

方
で

は
､

こ

の

時
期
に

最
後
の

デ

カ

ル

ト

主

義
者
フ

ォ

ン

ト

ネ

ル

を

し

ば

し

ば

訪
ね

た

と
い

う
こ

と

(

1 4
)

で

あ

る
｡

こ

う
し
て

テ
エ

ル

ゴ

は

す
で

に

そ

の

神
学

研
究
と

と

も

に

は
じ

ま
る

哲
学
思

想

形
成
の

準
備
期
に

お

い

て
､

し

だ

い

に

正

統
神
学
的
な

色

彩
を

窮
め

な

が

ら

理

神
論
に

入

り
､

イ

ギ

リ

ス

経

験
論
の

影

響
下
に

あ

り

な

が

ら

同

時
に

デ

カ

ル

ト

主

義
の

流
れ

の

な
か

に

身
を

お

い

た
｡

こ

の

哲
学
研
究
の

多
面

的
な

準
備
が

一

七

五

〇

-
五

六

年
芯

か

け
て

開
花
す
る

｡

さ

き
に

み

た

よ

う
に

一

七

四

六

年
､

テ
ユ

ル

ゴ

が

デ

ィ

ド

ロ

の

『

哲
学
的
思

索
』

に

き

わ

め

て

護
教
諭
的
な

批
判
を

加
え
て

い

た

と

き
､

コ

ン

デ
ィ

ヤ

ッ

ク

は

す
で

に
『

人

間
的
認

識
の

起
源
に

か

ん

す
る

試
論
』

で

ロ

ッ

ク

の

経
験
論
を

祀

適
し

､

さ

ら
に

『

感
覚
論
』

(

一

七

五

四

年
)

で

は
､

感
覚
と

反
省
(

内

的

感

覚
)

を

認
識
の

二

漁

泉
と

す
る
ロ

γ

ク

の

理

論
か

ら

感
覚
を

唯
一

の

認
識
の

漁
泉
と

す

る

感
畳
論
を

展
阻

す
る

に

い

た

る
｡

エ

ル

グ
エ

シ

ウ

ス

が

こ

の

立

場
を

さ

ら

に

唯
物
論
的
に

蓉

展
さ

せ

る

は

ず
で

あ
っ

た
｡

こ

う
し

た

ロ

γ

ク

の

感
覚
論
的
展
開
は

そ

れ

自

髄
と

し

て

は

唯
物
論
的
前

進
で

あ
っ

た

し
､

ま

た

イ

ギ

リ

ス

経
験
論
の

導
入

以

前
に

デ

カ

ル

ト

二

元

論
を

紳
に

ょ
っ

て

観
念
的
に

調
和
さ

せ

よ

う
と

し

た

｢

マ

(

1 5
)

-

ル

ブ

ラ

ン

シ

ュ

が

流
行
の

哲

学
者
+

で

あ
り

､

ま

た
一

七

四

七

年
に

さ

え

ケ

ネ

ー

が

『

動
物
経
済
に

か

ん

す
る

自

然

畢
的
試
論
』

第
二

版
で

マ

ー

ル

ブ

ラ

ン

シ

ュ

の

偶
因
論
的

思

考
と

ロ

ッ

ク

の

経

験
論
的
認
識
の

深
刻
な

矛

盾
を

示

し

て

い

た

思

想

潮
流
に

封
し

て

は

き

わ

め
て

有
効
で

､

あ
っ

た
｡

し

か

し

そ

れ

は

お

な

じ

く
ロ

ッ

ク

の

観
念
論
的
展
開
で

あ
る

バ

ー

ク

リ

の

唯
我

論
の

債
系
批
判
と

し

て

は

無
効
で

あ
っ

た
｡

だ

か

ら
テ

ユ

ル

ゴ

に

と
っ

て
､

ロ

ッ

ク

の

機
械
的
感
覚
論
的
展
開
が

問
題
で

は

な

く
､

ま

た

｢

偶
因
論
の

間

(

1 6
ノ

題
は

あ

ま

り

重

要
で

は

な
い
+

､

問
題
は

む

し

ろ

｢

我
々

の

観

念

に

類
似
す
る

､

い

か

な
る

も
の

も

我
々

の

外
に

は

存
在
し

得
な
い

｡

な
ぜ

な

ら

賓
在
は

知
覚
さ

れ

る

限

り

で

賓
在

性
を

持
つ

の

で

あ
っ

(

1 7
)

て
､

知
覚
さ

れ

な

け
れ

ば

存
在
し

な
い
+

と

い

う
バ

ー

ク

リ

の

主

観
的
観
念
論
批
判
で

あ
っ

た
｡

し

た

が
っ

て

｢

感
覚
の

原
因
が

感

覚
に

類
似
し
て

い

る

か

い

な
い

か

と
い

う
幼

稚
な

問
題
+

で

は

な

一

.

▲

く
､

｢

我
々

の

外
に

存
在
す
る

箕
在
で

あ

り
､

我
々

の

感

覚
の

原

郎



一 橋論叢 第四十 三 巷 第六 耽 ( 3 8)

因
で

あ

り
､

感
覚
が

到
達
し

て

す
べ

て

の

人
が

物
質
と

呼
ぶ

と
こ

ろ
の

共

通
の

中
心
+

の

存
在
讃
明
の

問
題
で

か

り
､

｢

封
象
を

知
覚

(

1 8
)

す
る

こ

と

の

原
因
が

何
で

あ

る

か

を

探
究
す
る
+

こ

と
で

あ
っ

た
｡

デ
ィ

ド
ロ

は
､

バ

ー

ク

リ

の

慣
系
を

｢

あ

ら

ゆ

る

慣
系
の

う
ち
で

も
っ

と

も

ば
か

げ
た

も
の

で
+

あ

る

が

｢

人

間
精

神
と

哲
学
の

ふ

甲

斐
な
さ

の

た
.

め
に

､

こ

れ

ほ

ど

打

倒
し
が

た

い

債
系
は

な
い
+

と
の

ぺ
､

｢

こ

の

作
品

を

検
討
す
る

た

め

に

我
々

の

知

識
に

つ

い

て

の

試
論
の

著
者
(

コ

ン

デ
ィ

ヤ

ア

ク
)

を

促
す
べ

き

で

あ

る
+

と

考
え

た

が
､

感

覚
を

唯
一

の

認
識
の

汝
泉
と

す
る
コ

ン

デ
ィ

ヤ

ァ

(

1 9
)

ク

の

｢

原

理

は
バ

ー

ク

リ

の

そ

れ

と

寸
分
ち

が

わ

な
い
+

た

め
コ

ン

デ
ィ

ヤ

プ

ク

に

よ

る

バ

ー

ク

リ

批
判
は

不

可

能
で

あ
っ

た
｡

一

般
に

こ

の

時
代
の

啓

蒙
哲
聾
者
は

デ
ィ

ド
ロ

を

除
い

て

ほ

と
ん

ど

｡

ン

デ
ィ

ヤ

ッ

ク

流
の

｢

我
々

の

知
識
は

感
覚
に

よ

っ

て

得
ら

れ

る
+

と
い

う

命
題
を

で

な
か

っ

た

の

で
､

テ

エ

ル

ゴ

に

よ

れ

ば

｢

大

部
分
の

人

は
､

彼
に

答
え
る

よ

り

も

軽
蔑
す

る

こ

と

を

近

道

(

2 0
)

だ

と

思
っ

た
｡

そ

し
て

そ

の

方
が

賓
際
に

気

楽
で

あ
っ

た
+

｡

ド

ル

バ

ッ

ク

で

さ

え
､

｢

我
々

は

バ

ー

ク

リ

の

よ

う

な

人

に

つ

い

て

な
ん

と

言
っ

た

ら

よ

い

で

あ

ろ

う
か

｡

彼
が

澄
明
し

よ

う
と

す

る

こ

と

は
､

こ

の

世
の

い

っ

さ

い

の

も
の

は

来
室

の

幻

想
に

す

ぎ

な

い

し
､

合

字
膚

は

我
々

自

身
の

う
ち
や

我
々

の

巷

腰
ぁ

う

ち
に

し

か

存
在
し

な
い

と
い

う
.こ

と

で

あ

り
､

･

ま

た

彼
は

魂
の

靂
性
を

支

朋
ハ

0

持
す
る

す
べ

て

の

人
々

に

と
っ

て

さ

え

不

可

解
な

詭
梓
を

利
用

し

(

2 1
)

て

い

っ

さ

い

の

事
物
の

存
在
を

嘩
昧
に

し

て

い

る
+

と
の

べ

た

が

お

な
じ

く

原
理

的
批

判
は

試
み

な
か

っ

た
｡

一

七

五

〇

年
､

テ
ユ

ル

ゴ

は

『

言

語
の

起
波
お

よ

び

語
の

意
味

に

つ

い

て

モ

ペ

ル

テ
ユ

イ

の

哲
学
的
考
察
に

つ

い

て

の

批
判
的
註

解
(

手

稿
)

』

と
『

バ

ー

ク

リ

の

髄
系
に

つ

い

て
､

ア

ベ

･

ド
●

×

×

×

へ

の

手

紙
(

手

稿
)

』

に

お

い

て

こ

の

問
題
に

着
手
し

た
｡

す
な

わ

ち

テ
エ

ル

ゴ

は
､

こ

の

ソ

ル

ポ

ン

ヌ

時
代

に
､

ロ

γ

ク

に

示

唆
を

ぅ

け
て

｢

感
覚
的
観
念
を

形

而
上

学
的

観
念
に

し

だ

い

に

高
め
る

た

め
の

記

競
+

と

し

て

の

言
語
の

研
究
を

重

税
し

､

｢

一

種
の

賓

験
形
而
上

畢
+

と

名
づ

け

て
､

言

語
の

螢
達
が

｢

人

類
の

精
神
の

(

2 2
)

歴

史
で

あ

り
､

同

時
に

人

類
の

諸
思

想
の

進

歩
の

歴

史
で

あ

る
+

と

考
え

た

の

だ

が
､

モ

ベ

ル

テ
ユ

イ

批

判
は

､

こ

の

感

覚
論
的
言

語

学
研
究
の

最
初
の

成
果
で

あ

り
､

後
に

『

ア

ン

シ

ク

ロ

ぺ

デ

ィ
』

の

項
目

『

語

原

撃
』

に

結
賓
す
る

も
の

で

あ
る

｡

テ
ユ

ル

ゴ

の

批
判
の

封
象
と

な
っ

た

モ

ベ

ル

テ

ユ

イ

は

数

学

者
､

地

理

学

者
､

探
検
家
で

自
然
科
学
上
に

す
ぐ
れ

た

業
績
を

残
し

た

が
､

哲

学
で

は
バ

ー

ク

リ

の

主

観
的

観
念
論
の

立

場
に

立
っ

た
｡

ア

ン

シ

ク
ロ

ペ

デ
ィ

ス

ト

た

ち
伯

､

磯
の

讃
料
率
に

か

ん

す
る

も
の

そ

う



ノ

.と
ゝ

( 3 9 ) テ
エ

ル ゴ に お け る 認識 の 問題

け

入
れ

､

擁
護
し

､

彼
の

観
念
論
を

し

り

ぞ

け

攻
撃
す
る

と

い

う

戦
術
を

と
っ

た
｡

モ

ペ

ル

テ
ユ

イ

は

言

語
の

起
源

･

生

成
･

機
能

お

よ

び

語
の

意
味
を

そ

の

封
象
世

界
か

ら

切

り

は

な
し

､

純
粋
に

知
覚
に

お

け
る

観
念
結
合
の

問
題
に

樽
化

す
る

｡

こ

れ

に

封
し

て

テ
ユ

ル

ゴ

は

｢

言

語
の

第
一

の

目

的
と

起
源
は

知
覚
を
で

は

な

く

(

2 3
)

封
象
を

表
現

す
る

こ

と
で

あ

る
+

と

批
判

し

た

が
､

こ

う
し
た

モ

ペ

ル

テ
ユ

イ

批
判
は

結
局
そ

1

の

哲
寧
的
根
填
で

あ

る
バ

ー

ク

リ

の

観
念
論
批
判
へ

と
さ

か

の

ぼ

ら
ざ

る

を

得
な

か
っ

た
｡

そ

こ

で

テ

エ

ル

ゴ

は
､

『

バ

ー

ク

リ

の

髄
系
…

…
』

に

お

い

て

物

質

世

界
の

存
在
を

澄
明

し
､

さ

ら
に

こ

の

成
果
の

上

に

た
っ

て
､

一

七

五

六

年
､

『

存
在
』

に

お

い

て

認
識
の

感
性
的
段
階
か

ら

概

念

形

成
に

い

た

る

道
を

明

ら

か

に

し

た

の

で

あ

る
｡

(

1
)

C
O

ロ
血

b

ヨ
e
t

〉

く
ー

e

d
e

く
○
-

t

巴
→

e
}

-

詔
¢

･

白
亡

∃
e

∽

0

0

m
･

甘
か

t

e
s

〔

訂

C
O

n
血

b

3
e
t

】

→
○

声
Ⅰ

く
･

勺

+
P

(

2
)

弓
e

已
e

諾
琵
}

G
.

〉

廿
e

ヨ
○

≡
1

2

日
e

n
t

七
F

笥
-

｡
〔

泣

言
岳
e

n

句

岩
ロ
O

e

d
e

-

諾
か

㌢

-

ヨ
○

､

吋
P

ユ
∽

〉

-

望
○

→
O

m
.

H
.

p
.

N

い

･
已
･

S

品
ロ
p
O

､

勺

F
)

P
P

旨
1

日

邑
○

ロ

計
-

P

∽

0
0

㌫

㌫

f

岩

男
a
-

s

2

日
O
n
b
り

ロ
e

-

勺
p

ユ
∽

､

-

空
T

か
}

→
O

m

+
Ⅰ

･

p
･

N

干

(

3
)

呂
○

岩
-

-

e
什

-

呂
か

m
O
-

3
∽

旨
監
-

訂
の

2

:
e

巴
甲
F

已
t

㌫

m
e

巴

㌢
-

①

e
t

∽

弓
】

p

声
か

づ
○
-

已
訂
n

-

勺
P

ユ
∽

-

-

∞

N
-

.

→
0

声
H

･

七

ワ

}

小

-
-

阜

(

一

億

大
･

メ

ン

ガ

ー

文

庫
)

(

4
)

哲
F
e
】
-

e
-

G
･

(

E

P
)

白

雪
1

諸
仏

d
e

→

弓
g
｡
t

)

→
○

芦
Ⅰ

･

や

N

〇
.

(

5
)

ゴ
ー

蒜
阜

声

笛
e

已
○

ロ
∽

∽

喜
-

e

∽

勺
田
ウ

訪
弥
E
∽

勺

仁
一

r
〇
･

S

O
勺

H
l

の

亡
E
S

計

H
ヱ

d
e

3
t

-
河
か

P
①

已
○

ロ
∽

∽

亡
1

声
ロ

ご
く
→

e

旨
こ
t

已
か

‥

勺
e

n
s

か

e
∽

匂

E
-

○

琶
p

E
β

∈
謎
(

呂
p

ロ

亡

岩
r

三
､

(

出
だ
e

言
切

)

→
○

目
一

Ⅰ
.

甲

∞

p

(

6
)

→

弓
g

阜
｢
e
t
t

諾
㌢

日
日

哲
n

s

喜
∽

｡

n

S

忘
t

か

日
e

d

e

f

O

丁

目
巳
-

O

n

n
b

-

P

t

e

∃
e

〉

O
c
t

O

ど
e

-

ヨ
¢

.

(

対
空
e

l
▲

ぶ

→
O

m
･

-
･

せ

p
.

-

○

¢

-
-

-

山
･

(

7
)

→

喜
g

阜

声
e

O

訂
言

訂
仏

S

弓
】

e
∽

○

呂
旨
∽

計
の

p

3
的
→

訂

e
t

n

訂
-

P

d
か

○

邑
e

β
O

e

n

b
S

琶
訂
n
O

e

S

e
t

(

訂
s

P

ユ
s

O

仁

押
か

P
e
･

已
O

n
S

岩
→

-

て

E
賢
○
-

→

e

d
e
∽

匂

岩
g
り

針

山
b

-
-

2
∽

匂

コ
←

F
ロ

m
巴
n

･

舛
H
H

.

h

勺
→

品
m
e

ロ
t

√

(

叫
g
e

→
▲

ぶ

→
O
一

戸

H
･

や

一

合
･

(

8
)

白
雪

1

諾
S

甲 .

F
-

-

○
∽

O
p

E
e
ト

e
∽

計

嬰
一

箪
U

ロ
】

E

P

J
･

空
く
e
･

t

e

賀
.

勺
p

ユ
払
.

-

ま
今

や

ー

○

ソ

｢
e
t

t

H

e

計

冒

芦

じ

甘
き
か

s

e

t

S
)

ヨ
已
O

d
2

】

p

句

覧
已
t

か

計

→
F
か

○
-

○

聖
2

㌢

声
d
印

B

昆
○

ロ
･

(

9
)

→

喜
g
O
什

-

｢
e

t

t

3
中

田

島
○

ロ
〉

白
§
言
ゎ

)

→
O

m

+
･

宅
+
-

0

1
-

-

い
.

(

1 0
)

E
∽
t

e

巧
〇
一

三
⊇
g
e
S

㌢

f

巴
→

e
〉

勾
き
言
ゎ

,

→
○

芦

H
･

p

+
-

叶

(

1 1
)

呂
○

諾
亡
e
t

､

Q

や

〇

託
J

p
･

¢
･

(

1 2
)

ロ
仁

p
O

ロ
t

竜
･

邑
･

}

-

｡

や

買
こ
e

,

宅
･

-

0

1
-

-
･

(

1 3
)

ロ

烏
O

n
t

も
や

邑
.

､

ワ

ー

N
･

)

S
O

訂
ご
e

)

Q
§
→

.

ぷ

→
○

芦
H

･

p
.

N

ソ

デ
ュ

ポ

ン

は
ヒ

ユ

ー

ム

の

著
作
の

熟

語

と

し

て

}

巳
∽
t

O

首
e

計

こ
い

一

覧
-

(

く
○

=
)

を

あ

げ
て

い

る

が
､

こ

の

原

著
が

曽
t

1

3

0
→

叫

○
巾

G

諾
p
t

B

呈
巴
n

､

｡

｡

ロ
t

p

旨
-

n
粥

t

F
e

邑
笥
∽

○

こ
P

2
e

∽

郎
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を

提
示
し

な
い
+

(

E
･

u

宗
)

と

結
論
す
る

･｡

テ
ユ

ル

ゴ

は
､

こ

の

認
識
の

感
性
的
世

界
を

｢

受
動
的
印

象
+

(

E
･

h

N

O
)

上

呼
ぶ

｡

も

ち

論
､

思

考
の

世

界
で

は

な
い

｡

積
極
的

認
識
と

し

て

の

思
考
の

世

界
は

､

こ

れ

ら
の

感

覚
が

記
憶
に

よ

っ

て

集
合
さ

れ

持
梗
さ

れ

る

こ

と

に

よ
っ

て

は

じ

ま
る

｡

テ
エ

ル

ゴ

は
こ

の

認
識
段
階
の

餞
展
を

外

的

封
象
の

物
理

的
運

動
と
そ

の

意

識
へ

の

反

映
の

運
動
と

し

て

理

解
す

る
｡

す
な

わ

ち
そ

れ

は

｢

存

在
し

な
い

も
の

は

動
く
こ

と

も

で

き

ず
､

我
々

の

観
念
の

世

界
に

影
響
す
る

こ

と

も
で

き

な
い

の

に

反

し
て

現

貴
に

存
在
す
る

物

質

の

原

則
は

た

と

え

感
知
さ

れ

な

く

と

も

動
く

と
い

う
こ

と

に

も

と

づ

い

て

い

る
+

(

吋
･

N

諾
)

｡

｢

魂
が

そ

の

諸
感
覚
し
か

認
め

な
い

と

こ

ろ
の

カ

オ

ス
+

､

｢

こ

の

カ

オ

ス

を

解
く
の

は

運

動
で

あ

る
｡

判

別
の

諸
観
念
と

統
一

の

観
念
を

人

間
に

輿
え

た

の

は

運

動
で

あ

る
+

(

七
･

レ

ー

N
)

あ
る

い

は

｢

我
々

の

諸
判

断
は

､

物

髄
が

我
々

の

内
に

び

き

お

こ

す
､

■
ぁ

ら

ゆ
る

運
動
の

集

約
さ

れ

た
一

表

現

で

あ

る
+

(

E
･

訟
-

)

｡

し
か

し

テ
エ

ル

ゴ

は

｢

記
憶

は

反

省
の

成
果
で

は

な

く

感
覚
の

そ

の

も

の

に

す
ぎ

な
い
+

(

E
･

い

N

-
)

と

考
え

て
､

ま
だ

こ

の

段
階

で

は
コ

ン

デ
ィ

ヤ

プ

ク
､

エ

ル

グ
エ

シ

ウ

ス

と

同

じ
ロ

ッ

ク

の

感
覚
論
的
展
開
の

立

場
を

示
し

て

い

る
｡

テ
ユ

ル

ゴ

ヽ

ヽ

に

ょ

れ

ば

記

憶
の

一

定
の

哉
序
が

｢

こ

れ

ら
の

慮
魔
の

集
合
を

か

た

ま

り

毎
に

直
別

す
る

こ

と
を

我
々

に

教
え

る
｡

こ

れ

ら
の

整
序

弼

さ

れ

た

か

た

ま

り
が

…

…

対
象
あ

る

い

は

個
髄
+

と

呼
ば
れ

る
｡

そ

し
て

贋
大

な

室

間
に

お

け
る

諸

封
象
の

一

つ

が
､

｢

そ

れ

な

し

に

は
い

っ

さ

い

が

滑

失

す
る

と

こ

ろ
の

稚
棟
的

現

存
と

､

そ

れ

を

我
々

に

現

存
せ

し

め

る

諸

感

覚
固
有
の

本

性
+

に

よ

っ

て

｢

我
々

ヽ

ヽ

の

注

意
+

を

び

く
｡

そ

し

て

こ

こ

に
､

｢

巷

間
の

他
の

い

か

な

る

鮎
に

お

い

て

も

決
し

て

獲
得
さ

れ

な
い
+

と

こ

ろ
の

｢

快
楽
と

苦

痛
の

感
覚
+

を

通
じ

て
､

我
々

の

注

意
の

｢

特
別

な

封
象
+

と

し

て

｢

自
我
の

感

情
+

(

意

識
)

が

生

ま
れ

る

の

で

あ

る

(

E
.

h

N

N

)

｡

ヽ

ヽ

す
で

に

み

た

よ

う
に

テ
エ

ル

ゴ

は

記

憶
を

感
覚
と

理

解
す
る

た

め

に

必

然
的
に

｢

快
楽
と

苦
痛
+

と
い

う
コ

ン

デ
ィ

ヤ

プ

ク
､

エ

ル

グ
エ

シ

ウ

ス

と

同

じ

問
題

に

達

す
る

の

だ

が
､

テ
エ

ル

ゴ

は

こ

れ

に

よ

っ

て
､

物
髄
が

感

覚
に

び

き
お

こ

す
生

理

的
運

動
を

意

識
へ

の

樽
化
と

し

て

把

え
､

物

質
の

客
観
的
賓
在
性
か

ら

感

覚
の

主

観

的
賓
在

性
へ

の

道

を
一

應
明

ら
か

に

し
て

い

る

よ

う
で

あ

る
｡

し

た

が

っ

て

テ
ユ

ル

ゴ

に

と
っ

て

｢

決
し
て

我
々

か

ら

去
ら

ず
､

い

わ

ば

我
々

の

髄
を

制
約
し

常
に

我
々

に

我
々

の

髄
を

現

存
さ

せ

る

…
･
多
数
の

混

乱
し

た

諸

感

覚
+

で

あ

り
､

｢

我
々

の

膿
の

共

存

の

感

官
+

(

E
･

㌍
3

と

も

呼

ば

れ

る

｢

内

的

解

党
+

･

｢

第
六

感

官
+

が

｢

自

我
の

感
情
の

母

僧
+

.
で

あ

る
｡

こ

の

｢

自

哉

の

感

1

/



( 4 3 ) モ エ
ル ゴ に お け る 認識 の 問題

情
+

は
､

テ
ユ

ル

ゴ

に

よ

れ

ば
､

｢

我
々

に

と

っ

て

全

宇

宙
の

中

心
+

で

あ

り
､

｢

我
々

が

そ

こ

か

ら

諸
々

の

距
離
を

測
定

す
る

鮎
+

で

あ

り
､

｢

我
々

自

身
の

箕
在
+

で

あ

る
.

が
､

同

時
に

､

語
感

覚

の

集
合

､

つ

ま

り

記

憶
と

｢

快
楽
と

苦
痛
+

に

ょ
っ

て

限
定

さ

れ

る

も
の

で

あ
る

以
上

､

｢

他
の

す
べ

て

の

諸
感

覚
の

集

合
と

お

な

じ

く
､

現

賓
に

お

い

て

は
､

観
念
的

世

界
が

形

成

す
る

(

諸
感

覚

の

集

合
が

我
々

に

提
示

す

る
)

大
き

な

タ

ブ

ロ

ー

の

特

殊
な

一

封

象

で

あ
る

に

す
ぎ

な
い
+

｡

他
の

す
べ

て

の

封
象

は

瞬

間

的
に

欒
化

す
る

が
､

｢

特
殊
な

一

封
象
+

と

し

て

の

｢

自
我
+

は

そ

の

機
構
的

な

現

存
に

よ

っ

て
､

｢

我
々

が

諸
封
象
を

比

較
す
る

に

必

要
な

極

限
+

･
と

し
て

､

｢

我
々

の

外
に

知
覚
+

さ

れ

る
｡

こ

こ

に
､

自
我
と

外

的
対
象
を

二

つ

の

極
限

と

す
る

関
係

､

つ

浸

り

意

識
が

自

我
に

そ

の

賓
在
性
を

保
護
す
る

と
こ

ろ
の

現

存
の

関

係

が

成

立

す
る

(

E
.

い

N

N
)

｡

こ

れ

は

ま

だ

存
在
の

概
念
で

は
な

い
､

な
ぜ

か
､

｢

感

覚
の

あ

ら

ゆ
る

封
象
も

､

感

覚
に

と
っ

て

は

現

存
す
る

と

は

考
え

ら

れ

な
い
+

(

甲
い

N

N

)

か

ら
で

あ

る
｡

テ
ユ

ル

ゴ

は

さ

き
の

感
覚
と

し

て

の

記

憶

-
快
楽
と

苦
痛
の

嶺
生
を

展
開
し

､

い

っ

た

ん

は

必

然
的
に

エ

ル

グ
ェ

シ

ウ

ス

と

同

じ

く

快
楽
と

苦
痛
を

人

間
の

行
動
原

理
と

す
る

が
､

記
憶
を

感
覚

に

止

め

る
エ

ル

グ
ェ

シ

ウ

ス

に

と
っ

て

裾

｢

感
じ
る

こ

と

ほ

判
漸

す
る

こ

と
+

の

命
題
の

必

然

的
辟
持
と

し

て

｢

快
楽
と

苦
痛
+

が

唯
一

の

基
本

的
か

つ

最
終
的
行

動
原

理
で

あ

っ

た

の

に

封
し
て

､

記

憶
を

い

っ

た

ん

感
覚
と

し

な

が

ら
こ

れ

を

思

考
の

運

動
へ

と

醇

化
し

た

テ
エ

ル

ゴ

に

と
っ

て

そ

れ

は
､

人

間
行
動
の

本

質
的
で

は

あ
る

が

姶
源

的
な

保
件
に

す
ぎ

ず
､

エ

ル

グ
ェ

シ

ウ
ス

の

倫
理

的

命
題

､

｢

利
益

は

人

間
を

行

動
せ

し

め

る

唯
一

の

原
理
で

あ

る
+

､

｢

人

間
は

彼
が

欲

望
を

感
じ

る

も
の

だ

け
を

求
め

る
+

は

結
局

､

(

2
)

香
定

さ

れ

た
｡

す

な
わ

ち

｢

我
々

が

我
々

の

肉
髄
の

周

囲
で

そ

の

距
離
と

運

動

を

観
察
す
る

と
こ

ろ
の

封
象
は

…

…

我
々

に

と

っ

て

は

そ

れ

ら
の

運

動
に

伴
わ
れ

て

い

た

り
､

そ

の

連

横
で

あ
っ

た

り

す
る

と
こ

ろ
の

快
楽
と

苦
痛
に

ょ
っ

て

我
々

に

興

味
が

あ

る
+

｡

し

た

が
っ

て

諸

封
象
の

現
存
は

｢

我
々

の

欲

望
と

恐

怖
の

源
泉
+

と

な

り
､

そ

こ

に

｢

我
々

が

他
の

す
べ

て

の

物
鰻
の

な
か
へ

歩
み

を

進
め

る

と
こ

ろ
の

我
々

の

肉

髄
の

運
動
の

動
機
+

が

現

わ
れ

る

の

だ

が
､

テ
エ

ル

ゴ

は
こ

れ

を

岩
が

散
在
し

敵
の

小

舟
に

掩
わ
れ

た

海
上
を

行
く

水

先

案
内
人
に

た

と

え
､

こ

の

情
況
を

｢

自
然
に

お

け

る

人

間
が

あ

ら
ゆ

る

葦
在
に

と

り
か

こ

ま
れ

､

歴
迫

さ

れ
､

妨
げ

ら

れ
､

刺

戟
さ

れ

て

存
在
す
る

姿
の

一

特
殊
ケ

ー

ス

+

と

説

■

明

す
る

｡

つ

ま

り

問
題

は
､

小

舟
が

暗

礁
で

難
破

す
れ

ば

彼
は

､

▲7

｢

官
分
が

知
覚
す
る

以

外
の

危
験
も

恐
れ

る
べ

き
こ

と
+

を

頼
る

榔
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た

だ

担
っ

て

い

る

だ

け
の

封
象
に

も

共

通

し
て

仮
定
さ

れ

た
､

こ

れ

ら
の

関
係
の

根
摸
そ

の

も

の
+

の

上

に

落
ち

る

の

で

あ

り
､

こ

の

根
接
は

具

健
的
な

諸

関
係
に

お

い

て

の

み

認
識
さ

れ

る
｡

存
在

と
い

う

概
念
形
成
は

､

感
覚

-
意

識
の

謹
言

1
類
似
と
い

う

抽
象
に

よ

る
一

般
化
に

ょ
っ

て

｢

自
我
の

意
識
を

外

的
封

象
に

移

す
+

と
い

う
こ

と

で

あ

る

か

ら
､

存
在
概
念
は

｢

多
少
と

も
一

般

化
さ

れ

た

自
我
の

意

識
そ

の

も

の

の

な
か

に

ふ

く

ま
れ

て

い

る
+

(
]

甲

い

N

h
)

｡

テ
ユ

ル

ゴ

は

存
在
の

概
念
か

ら
い

っ

さ

い

の

感
覚
と

距
離

と

活

動
性
の

関
係
を

分
離
し

､

｢

抽
象
的
で

あ

り

得
る

限

り

抽

象
的
+

な

概
念
を

作
る

｡

テ
ユ

ル

ゴ

は

｢

こ

の

一

般
化
が

一

つ

の

眞
の

矛

盾
を

ふ

く

ん

で

い

る

こ

と
+

を

認
め

､

｢

こ

の
一

般
化

が

決
し

て

諸
事
物
に

お

い

て

で

は

な

く
､

記
坂
上

に

す

ぎ

な
い
+

と

限

定

す

る
｡

テ
ユ

ル

ゴ

は
こ

の

抽
象
的
概
念
を

一

般
的
燈
系
の

な

か

で

客

観
化

し

な

け
れ

ば
な

ら

な
い

｡

す
な
わ

ち

現

賓
的
感
覚
と

外

的
封

象
の

関
係
は

も
は

や

存
在
の

一

般
的

概
念
町

な
か

に

ふ

く
ま

れ

た

一

つ

の

特

殊
な

場
合
に

す
ぎ

な
く

な

り
､

｢

賓
在
と

我

々

と

の

直

接
的
関
係
に

ょ
っ

て

で

は

な

く
､

我
々

が

そ

の

一

部
分
で

あ
る

と

こ

ろ
の

一

般
的
饅
系
と

封
象
の

結
び

つ

き

に

よ
っ

て

封
象
の

存
在

を

判
断
す
べ

き

で

ぁ

る
+

｡

思
考
の

意

戯
が

こ

や
儲
系

､

つ

ま

ウ

｢

そ

れ

が

我
々

を

と

り

ま

き
､

我
々

が

そ

れ

に

働
き
か

け
､

代
っ

て

そ

れ

が

我
々

に

働
き

か

け

る

と

こ

ろ

の

賓
在
の

一

般
的

髄
系
+

(

E

J
N

∞

)

を

常
に

我
々

に

結
び

つ

け
る

の

だ

が
､

注
意
し

な

け

れ

ば

な

ら
ぬ

こ

と
は

､

｢

我
々

が

そ

の

本

質
的
部
分
で

は

な

い

と

い

う
こ

と
､

こ

の

僅
系
は

我
々

以

前
に

存
在

し

て

い

た

と

い

う

こ

と
､

我
々

の

以

後
に

も

な
お

存
在
す
る

で

あ

ろ

う
と
い

う
こ

と
､

し
た

が

っ

て

こ

の

膿

系
が

持
つ

我
々

と
の

関
係

は
､

こ

の

燈
系
が

存
在
す
る

た

め

に

必

要
な
の

で

は

な

く
､

た

だ

そ

の

存
在
が

我
々

に

認
識
さ

れ

る

た

め

に

だ

け

必

要
で

あ

る

と

い

う
こ

と
+

(

E
･

山

い

○
)

で

あ

る
｡

い

う
ま
で

も

な

く
こ

れ

は

人

間
の

意

識
か

ら

濁

立
し

て

存
在
し

､

人

間
の

意
識
に

よ
っ

て

摸
篤
さ

れ

る

客

観
的
賓

在
と

し

て

の

物

質
概
念
の

認
識
論
的

反

映
で

あ

る
｡

こ

の

資
在
の

一

般
的
倦
系
の

な
か

で

封
應
す
る

思

考
の

稚
起

と

賓
在
の

継
起
に

お

い

て

｢

自

我
の

意

識
+

を

中
心

と

し

て

存
在
の

概
念
は

時
間
の

概
念
を

生

む
｡

す
な

わ

ち

賓
在
の

倍
系
は

｢

原
因

と

結
果
の

結
び

つ

き

に

ょ
っ

て

客

間
に

お

け
る

と

お

な

じ

く

時
間

に

お

い

て

無
限
に

瑛
が

る
+

の

で

自
我
の

意

識
と

賓
在
の

膿
系
の

つ

な
が

り

に

よ
っ

て
､

｢

我
々

の

現

在
の

思

考
の

意
識
が

そ

の

讃

操
で

あ

る

と

こ

ろ
の

現

賓
的
諸

関
係
の

鎖
り

に

よ
っ

て

我
々

が

他

の

す
べ

て

の

部
分
の

願
係

す
る

凝
俄
の

一

つ

で

ぁ

る

撮
り

､

灘
象

棚
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ヽ

ヽ

ゝ

ヽ

は

存
在
す
る
+

､

｢

結
果
か

ら

風
既
に

さ

か

の

ぼ

る

必

要
が

あ

る

と

す
れ

ば
､

封
象
は

存
在
し

た
｡

逆
に

原

因
か

ら

結
果
に

く

だ

る

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

場
合

､

封
象
は

存
在
す
る

だ

ろ

う
｡

存
在
は

持
績
の

さ

ま

ざ

ま
の

鮎
で

獲
得
さ

れ

る

我
々

の

判
断
に

應
じ

て

過

去
で

あ

り

現

在
で

あ

り

未
来
で

あ

る
+

(

E
･

u

N

¢

)

｡

対
象
の

存
在
の

形
態
が

ど

う
で

あ

れ

封
象
の

存
在
は

自

我
の

意
識
あ

る

い

は

｢

我
々

の

瞬
間
的
存
在

と

の
一

つ

の

関
係
+

に

よ

っ

て

の

み

確
琵
さ

れ

得
る

の

で

あ

り
､

こ

の

関
係
な

し
に

は
一

封
象
の

存
在
も

確

信
さ

れ

得
な

い

の

だ

が
､

し

か

し
さ

き
に

み

た

賓
在
の

一

般
的
慣
系
か

ら
み

て

知
覚
さ

れ

な
い

か

ら

と
い

っ

て

｢

そ

れ

を

香
定

す
る

こ

と

は

許

さ

れ

な

い
+

の

で

あ
る

｡

こ

こ

に
バ

ー

ク

リ

批
判
の

問
題
が

あ

る
｡

テ
エ

ル

ゴ

は

｢

我
々

は

諸

賓
在
を

我
々

の

感
覚
や

我
々

自

身
の

倍
と

は

無
関
係
に

存
在
す
る
+

と

判
断
す
る

た

め

｢

諸
茸
在
の

秩

序
は

､

事
物
の

二

つ

の

秩
序

､

つ

ま
り

そ

の
一

方
(

現

賓
的
.秩

序
)

が

す
く
な

く

と

も

他
か

ら

紹
封
に

無
関
係
で

あ

る

と
こ

ろ
の

分

離

さ

れ

た

二

つ

の

世

界
を

形

成

す
る
+

と

考
え

る
｡

し

た

が

っ

て

｢

我
々

が

事
物
の

現

賓
的
秩
序
に

つ

い

て

持
つ

判
断
の

確
資
性
に

封
す

る

重

大

な

む
づ

か

し

さ
+

は
､

｢

こ

れ

ら

の

判
断
が

我

々

の

諸
感
覚
の

観
念
的

秩
序
に

も

と
づ

い

て

は

じ

め
て

存

在
す
る

の

で

ぁ

り
､

ま
た

は

じ

め

て

輿
え

ら

れ

得
る

の

で

あ

る
+

(

E

+
ぷ

と

い

う
エ

と

に

あ

る

:
八

-
.
グ

リ

批
別
の

困

配
さ

も
こ

こ

に

あ

る

わ

掛

け
で

あ
る

｡

テ
エ

ル

ゴ

は
､

こ

の

賓
在
の

一

般
的
髄
系
の

原
因
･

結
果
の

つ

な
が

り
の

な
か

で
､

｢

外

的
賓
在
の

存
在
と

我
々

の

過

去
的
存
在
+

を

謹
明

す
る

た

め
に

は
､

｢

現

書
的
感
覚

は

直

接

的

に

確
か

な

唯
一

の

も
の

で

あ

る

の

だ

か

ら
､

ど

う

し

て

も

そ

れ

は

結
果
か

ら

そ

の

原
因
に

さ

か

の

ぼ

る

確
著
さ

以

外
の

確
賓
さ

を

獲

得
し

得
な
い
+

(

甲
山

い

○

と

し
て

｢

辟
納
法
+

に

よ

る

べ

き
こ

と

を
の

べ

て

い

る
｡

具

髄
的
に

テ
ユ

ル

ゴ

の

バ

ー

ク

リ

批
判
を
み

る

と
､

彼
は

､

｢

我
々

の

観
念
は

我
々

の

観
念
に

す
ぎ

な

い

の

だ

か

ら
､

観
念
の

原

因
に

つ

い

て

推
論
す
る

こ

と
に

よ

っ

て
､

つ

ま

り

現

象
と
の

巌
額

な

関
係
が

そ

の

槍
讃
で

あ

る

と

こ

ろ
の

仮
定
を

た

て

る

ほ

か

な
い
+

と

し

て
､

バ

ー

ク

リ

が

香

定

す
る

｢

光

線
+

｢

頑
璧
線
+

を

仮
定
し

､

こ

れ

を

現

賓
的
に

検
認
し
て

｢

運
動
お

よ

び

物
理

的
世

界
の

賓
在

性
+

･
を

澄
明

し
て

い

る
｡

す
な
わ

ち

｢

私

､

､

､

1

､

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

は
､

私
は

歩
く
と
い

う

観
念
を

自
分
に

興
え

. ､

私
が

自
分
か

ら

封

ヽ

ヽ

ヽ

■
ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

象
へ

の

距
離
と

呼
ぶ

と
こ

ろ
の

観
念
を

意
の

ま
ま

に

轡
T

え

る

カ
を

持
っ

て

い

る

の

で
､

私

は

封
象
に

近
づ

き
､

封
象
を

ヨ

リ

大

き

く

み

る
｡

私
が

遠
ざ

か

れ

ば
､

私
は

封
象
を

､

ヨ

リ

小

さ

く

み

る
｡

私

は

戚

覚
線
と
い

う
私
の

仮
定
に

お

い

て

生

起

す
る

で

あ

ろ

う
こ

と

を

綜
合
す

る
｡

も

し

も

私
が

物
髄
と

自
分
の

問
に

凸

面
ガ

ラ

ス

を
r
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置
け

ば
､

物
醍
は

ヨ

リ

大
き

く

み

え

る

は

ず
で

あ
る

と

私
は

結
論

す
る

｡

そ

こ

で

私
は

貴
行
し

､

反

射
望
遠
鏡
ま
た

は

顕
微
鏡
を

持

つ
｡

そ

の

結
論
が

す
べ

て

こ

の

よ

う
に

経
験
に

よ

っ

て

槍
記
さ

れ

る

慣

帝
は

眞
葦
で

あ
る

｡

し

た

が
っ

て

私

の

視

覚

線
､

私
の

封

象
､

私
の

眼
､

私
の

顕
微
鏡
が

ま

さ

し

く

自
分
の

外
に

存
在
す
る

と

い

う
こ

と

は

朋

白
で

あ

る
+

｡

こ

う

し

て
バ

ー

ク

リ

が

知
覚
さ

れ

な
い

と
い

う
理

由
で

香
定
し

､

テ
ユ

ル

ゴ

が

仮
定

だ

け

し
て

お

い

た

｢

視

覚
線
+

は
､

テ
エ

ル

ゴ

に

と
っ

て

｢

感
覚
世

界
を

す
べ

て

結
ぶ

と

こ

ろ
の

原

理
+

と

な
る

｡

す

な
わ

ち

｢

一

言
に

し
て

言

え

ば

物
髄
の

存
在
を

仮
定
す
る

こ

と
に

お

い

て

あ

ら

ゆ

る

こ

と

が

説
明

さ

れ

る
+

(

J
･

-

苫
)

の

で

あ
る

｡

以

上
に

み

た

よ

う
に

､

テ
ユ

ル

ゴ

は
ロ

ッ

ク

か

ら

出
費
し

な

が

ら

機
械
的
感
覚
論
に

お

ち
る

こ

と

な

く
､

感

覚
か

ら

自
我
の

意

識

を

抽

出
す
る

こ

と
に

よ

っ

て

物
質
と

意

識
を

統
一

的
に

理

解
し

､

彼
の

認
識
論
全

僅
を

｢

辟
納
法
+

に

よ
っ

て

輿
え

る

こ

と
に

よ

っ

て

彼
の

認
識
論
に

お

お

く
の

唯
物
論
的
性

格
を

典
え

た

の

で

あ

る
｡

し
か

し
ロ

シ

ヤ

詳
解
説
者
が

指
摘

す
る

よ

う
に

テ
ユ

ル

ゴ

は

唯
物
論
者
で

は

な

か
っ

た
｡

そ

れ

は
テ

ユ

ル
､

ゴ

が

時
代
的
制
約
を

ま
ぬ

か

れ

ず
､

紳
の

存
在
認
明

を

人

間
的
認
識
の
一

分

野
と

し
て

残
し

､

彼
の

認
識
論
の

一

部
に

観
念
的
性
希
を

輿
え

た

か

ら
で

あ

る
ひ

｢

節
約
汲
+

に

よ

る

紳
の

澄
明

は
､

時
代
精
神
の

一

反

晩

で

あ

り
､

同

時
に

テ
エ

ル

ゴ

の

認
識
論
の

一

限

界
で

あ

る
｡

こ

こ

で

テ
ユ

ル

ゴ
■
の

言
う
と
こ

ろ
の

｢

辟
納
法
+

の

特

殊
な

性
格
と

､

そ

れ

に

ょ

る

紳
の

存
在
澄
明
の

問
題
を

検
討
す
る

こ

と

に

よ
っ

て
､

テ
エ

ル

ゴ

の

認
識
の

他
の

ナ

面
を

明

ら

か

に

し

な

け
れ

ば

な
ら

な

ヽ

0

-
∨

テ
エ

ル

ゴ

は

草
間
の

諸
分
野
を

ま

ず

数
学
の

演

繹

法

と

彼
が

｢

自

然
諸
学
+

(

邑
e

n
c

e

∽

匂

F

笥
首

岳
∽

)

と

呼
ぶ

諸
草
間
の

辟
納
法

と

に

分
け

る
｡

後
者
の

な
か

に

は

論
理

学
､

形

而
上

学
､

物
理

学
､

歴

史
挙
が

ふ

く

ま

れ

る
(

吋
･

ピ
○

-
い

ー

こ
｡

テ
エ

ル

ゴ

は

節
約
法
の

二

方

法
を

あ

げ

て

い

る
｡

第
一

の

場
合
は

､

問
題
の

事

案
が

唯
一

の

原
因
に

よ

る

結
果
で

あ

る

こ

と
が

必

然

的
に

明

ら

か

で

あ

る

場

合
で

､

こ

の

場
合

､

｢

原
因
の

確
害
さ

は

厳
密
に

結
果
の

そ

れ

に

等

し
い
+

の

で
､

推
論
は

｢

あ

る

も
の

が

存
在

す
る

､

だ

か

ら

あ

る

も
の

は

永
遠
に

存
在
し

た
+

と
い

う

原
理
に

も
と

づ

い

て

い

る
｡

こ

れ

は
｢

紳
の

存
在
の

形
而
上

学
的
論
語
の

根
擾
+

で

あ

り
､

｢

重

量
物
落
下
の

法
則
が

示
さ

れ

る

と
､

一

物
燈
の

既
得
速

力
は

､

そ

れ

が

落
さ

れ

る

高
さ

を

我
々

に

明

白

に

示

す
+

の

と

同

様
で

あ

る
｡

第
二

の

場
合
は

､

多
数
の

原
因
に

よ

る

結
果
の

場
合
で

､

こ

れ

は

｢

一

つ

な
い

し

多
数
の

仮
定
を
つ

ぎ
つ

ぎ

と

考
え
て

み

て
､

朗β
U
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( 4 9 ) チ エ
′レ ゴ に お け ろ認識 の 問題

紳
の

観
念
を

確
立

す
る

の

で

あ

る
｡

し

た
が

っ

て

テ
ユ

ル

ゴ

に

と

っ

て

は
､

バ

ー

ク

リ

に

と
っ

て

の

よ

う
に

物

質
世

界
の

讃
明
が

紳

の

香
定
で

は

な

く
て

物
質
世

界
の

澄
明
と

と

も

に

紳
の

存
在
澄
明

が

可
能
と

な

る

の

で

あ
る

｡

つ

七

り
テ
ユ

ル

ゴ

に

と
っ

て
バ

ー

ク

リ

を

批
判
す
る

こ

と
こ

そ

物

質
世

界
と

彼
の

紳
の

観
念
を

確
立

す

る

こ

と
で

あ
っ

た
｡

バ

ー

ク

リ

は

認
識
に

お

け
る

感
覚
の

契
機
を

孤
立

さ

せ

て
､

主
観
的
観
念
論
に

お

ち

た

の

だ

が
､

テ
ユ

ル

ゴ

は

物
質
世

界
の

存
在
を

澄
明

し
て

バ

ー

ク

リ

を

批
判
し

な

が

ら
､

同

時
に

紳
の

観
念
を

認
め

て

概
念
の

契
横
を

孤
立
さ

せ

合
理

主

義
的

観
念
論
に

お

ち
る

の

で

あ
る

｡

以

上
､

テ
ユ

ル

ゴ

の

認
識
論
に

観
念
的
側
面
が

存

在
す
る

こ

と

は

確
か

で

あ

る
｡

し

か

し
ク

ザ
ン

が

指
摘
す
る

よ

う
に

､

コ

ン

デ

ィ

ヤ

ッ

ク

に

存
在
し

な
い

｢

自
我
の

意
識
+

が

テ
ユ

ル

ゴ

に

み

ら

れ

る

と
い

う
こ

と
を

手
が

が

り

と

し
て

､

そ

れ

を
ク

ザ
ン

自
身
が

超
越
的
に

措
定
す
る

｢

自
我
+

と

同
一

視
し

､

そ

れ

に

よ

っ

て

テ

ユ

ル

ゴ

の

認
識
論
全

優
に

唯
心

論
的
色

彩
を

興
え

､

さ

う
に

は

本

質
的
に

宗
教
的
精
神
と

理

解

す
る

の

は

不

嘗
で

あ

る
｡

テ
ユ

ル

ゴ

は

認
識
論
に

お

い

て

基
本

的
に

は

唯
物
論
的
方

法
に

接
近
し
て

お

り
､

観
念
論
的

側
面

は

時
代
制
約
性
を

反
映

し

た
一

部
分
に

す
ぎ

■
な
い

の

で

あ
る

｡

■

す
く
な

く

と

も

十

八

世

紀
に

お

け
る

｢

折
衷
主

義
+

は

そ

れ

白
健

､

先

進
的
ブ

ル

ジ

ョ

ア

ジ

ー

の

意
識
の

反
映
で

あ

り
､

ク

ザ
ン

が

十

九

世

紀
の

神
政

政

治
の

哲
学
的

根
接
と

し
て

か

か

げ

る
｢

折
衷
主

義
+

と

は
そ

の

歴

史
的
意
義
に

お

い

て

異
る

｡

テ
エ

ル

ゴ

は

『

存
在
』

論
で

､

｢

侶
の

諸
費
在
の

た

だ

な

か

で

自
然
に

お

け

る

人

間
の

位
置

､

そ

れ

ら

他
の

諸

茸
在
と

人

間
の

問

で

諸
感
覚
が

確
立

す
る

鎮
お

よ

び

人

間
が

他
の

諸
貴
在
と

の

諸
関

係
を

明

ら
か

に

す
る

方

法
が

､

哲
学
の

根
捜
そ

の

も

の

と

み

な

さ

る
べ

き

だ
+

(

申

訟
N

)

と

考
え

た
｡

そ

し
て

彼
が

｢

辟
納
法
+

に

ょ

っ

て

｢

外

的
諸
賓
在
と

過
去
的
存
在
+

を

讃
明

し

ょ

う

と

す
る

と
き

､

そ

れ

は

｢

諸
事
資
批
判
の

基
本
+

､

｢

物
理

畢
の

基
本
+

そ

し
て

歴
史
学
の

基
本
を

確
立

す
る

こ

と

で

あ

り
､

｢

自
然
が

我
々

を

あ

ら

ゆ
る

資
在
の

ま
っ

た

だ

な

か

に

閉
じ
こ

め
て

隔
離
し

た

ま

ま
に

し

て

い

る

こ

の

一

種
の

牢
獄
か

ら

脆

け

だ

す
+

こ

と

で

あ

り
､

デ
ィ

ド

ロ

が

｢

自
然
の

解
繹
+

を

志
し

た

よ

う
に

､

｢

自

然

を

見
抜
く
+

(

E
･

訟
ご

と
い

う

茸
践
的
問
題
に

連
っ

て

い

七

の

で

あ
る

｡

こ

こ

に

テ
ユ

ル

ゴ

に

と
っ

て

歴

史
学
の

問
題
と

､

つ

づ

い

て

経
済
学
の

問
題
が

お

こ

る
｡

そ

し

て

そ

れ

ぞ

れ

の

分
野
に

以
上

に

み

ら

れ

た

テ
ユ

ル

ゴ

の

認
識
論
の

特
殊
な

性
格
が

反

映

す
る

の

で

あ
る

｡

テ
エ

ル

ゴ

の

認
識
論
の

第
一

の

歴
史
的
役
割
は

､

観
念

論
幽
魂
漆
を

表
し

な
が

ら
で

ほ

あ

る

が

物
質
と

意

識
を

認
識
の

繭

ββ3
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