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ロ

ッ

ク

の

初

期
思
想
形
成
に

つ

い

て

ー
一

つ

の

覚
え

書

-
中

村

恒

矩

l

ジ
ョ

ン

･

ロ

ッ

ク

(
-

巴
N

-
-

言
古

の

思
想
に

つ

い

て

は
､

一

方
に

お

い

て

そ
の

近
代
性

-
ま

た

そ
の

意
味
に

お

け

る

啓
蒙
性

･

革
命
性

-

が

強
調
さ

れ
る

と

共
に

､

他
方
そ
の

二

元
性
な
い

し

は

理
論
的
矛
盾
あ

る

(

1

)

い

ほ

妥
協

性
が

多
く
の

研
究
者
に

r
っ

て

指
摘
さ

れ

て

い

る
｡

こ

の

よ

う

な
ロ

ッ

ク

思
想
に
つ

い

て

の

研
究
史
の

情
況
を

自
覚
し
っ

ゝ

､

ロ

γ

ク

の

(

2
)

(

3
)

初
期
思
想
形
成
の

一

端
に

杜
合
思
想
史
的
照
明
を

あ
て

､

彼
の

思
想
に

お

け

る

問
題
の

所
在
と

そ

の

性
格
を

考
え
て

み

る

の

が

本
稿
の

目

的
で

あ

る
｡

モ
ノ

ク

は
一

六
五

〇
年
代
末
か

ち
一

六

六
四

年
に

か

け
て

､

彼
の

初
期

(

1
)

思
想
を

代
表
す
る

も

の

の
一

つ

と

考
え

ら
れ

る

｢

自
然
法
論
+

を

も
の

し

た

が
､

既
に

こ

の

論
稿
に

お
い

て

経
験
論
的
認
識
論
の

基
本
的
構
成
を

白

然
法
認
識
の

問
題
に

か

～

わ

ら

し

め
て

述
べ

て

い

る
｡

即
ち

彼
は

一

般
に

謂
硝
…

如
鮎
川

∴
舶

那
郎
が
…

絹
H

絹

如
二

瀾

｢

も

し

人
が

本
来
輿
え

ら
れ

て

い

る

諸
能
力
を

適
正
に

用
い

れ

ば
､

他
の

助
け

を
か

り

な
い

で

自
分
白
身
だ

け

で

認
識
し

う
る

あ

る

種
の

眞
理
が

存

(

6
)

ヲ

チ
オ

ー

七

ソ

ス

ス

在
す
る
+

こ

と

を

主
張
す
る

｡

そ

し

て

こ

の

諸
能
力
と
は

理

性
と

感
覚
に

外
な

ら

ず
､

｢

感
覚
が

理

性
に

個
々

の

知
覚
封
象
の

観
念
を

輿
え

又

論

語

の

主
題
を
も

た

ら

し
､

他
方
理

性
は

感
覚
能
力
を

目
標
に

近
づ

け
､

感

覚

か

ら
び

き

出
さ

れ

た

事
物
の

観
念
を

整
理
し

他
の

観

念
を

形
成
し

新
し
い

(

6
)

観
念
を

演
繹
す
る
+

と
い

う
意
味
で

､

こ

れ

ら
二

つ

の

能
力
が

相
互

作
用

す
る

(

も

と
よ

り

感
覚
の

基
礎

性
に

お

い

て
)

こ

と
に

よ
っ

て

自
然
法
が

(

7
)

認
識
さ

れ
る

こ

と
が

論
語
さ

れ

る
｡

初
期
ロ

γ

ク

思
想
に

か
ゝ

わ
る

白
然

法
思

想
全
般
の

問
題
は
こ

1

で

は

措
く
と

し

て
､

そ

れ

で

は

何
故
ロ

ッ

ク

は

自
然
法
を

ま

さ
に

こ

の

よ

う
滋

仕
方
で

問
わ

ね

ば

な

ら

な
か

っ

た

の

で

あ

ろ

う
か

?

自
然
法
を

客
髄
的
な

自
然
の

う
ち
に

こ

そ

あ

り

と

し

人
間

の

認
識
活
動
に

よ
っ

て

初
め

て

明
ら
か

に

さ

れ

る

と

し

て
､

外
界
を

人

間

の

諸
能
力
ト

よ
っ

て

自
ら

意
識
の

う
ち
に

観
念
と

い

う
方
法
で

再
構
成
し

て

い

こ

う
と

す
る

､

こ

の

よ

う
な

仕
方
で

自
然
法
の

認
識
が

追
求
さ
れ

た

の

は

何
故
か

?

こ

1

に

は

解
か

れ

ね

ば
な

ら

ぬ

多
く
の

問
題
が

含
ま
れ

て

い

る

(

例
え

ば
ロ

ッ

ク

の

思
想
形
成
に

お

け
る

近

代

自

然
哲

畢

的

要

(

8
)

素
)

が
､

本
稿
で

は

更
に

問
題
を

限
定
し
て

自
然
法
の

生

得
性
を

め

ぐ
る

ロ

γ

ク

の

問
題
意
識
の

形
成
を

中
心
に

､

彼
の

杜
合
意
識
に

留
意
し

な
が

ら

若
干
考
え

て

み

た
い

｡

さ

て

ロ

ッ

ク

に

と
っ

て

は
･
こ

の

自
然
法
の

生

得
性
の

問
題
が

ど
の

よ

う

(

9
)

に

意
識
さ

れ

て

い

た
で

あ

ろ

う
か

｡

彼
の

社
食
意
識
の

側
か

ら

追
跡
し
■

て
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い

こ

う
と

す
る

角
度
か

ら
そ

れ

に

接
近
す
る

手
懸
り

を

｢

自
然
法
論
+

自

髄
の

内
に

求
め

る

な

ら

ば
､

第
五

論
文
が

そ
の

期
待
に

應
え
て

く
れ

る

と

思
う

｡

ロ

ッ

ク

は

そ
の

裔
文
で

｢

自
然
法
は

人
間
の

同
意
に

よ
っ

て

認
識

せ

ら
れ

う
る

か

?
+

{

A
ロ

J
2

粥

2
巴

弓
P
e

C

O

g

冒
∽

O
i

胃
t

e
∽
t

e

H

H
O

m
訂
亡

日

C
O

ロ

芳
n

岩
叫

)

と
い

う
問
い

を

出
し
て

い

る

が
､

そ
の

冒

頭
で

次
の

よ

う
に

述
べ

て

い

る
｡

｢

『

人
民
の

聾
は

紳
の

聾
｡

』

こ

の

原
則
が

い

か

に

不

確
か

で

い

つ

わ

り

に

み

ち

悪
を

う
み

だ

し

た
か

を
､

文
一

般
に

い

か

に

多
く
の

業
況
心

と

残

忍
な

考
え

に

よ
っ

て

こ

の

不

吉
な

置
が

投
げ
つ

け

ら
れ

た

か

を
､

我
々

は

極
め

て

不

幸
な

教
訓
で

学
ん

だ
の

で

あ

る
｡

+

そ
れ

故
｢

紳
が

す
べ

て

を

混
乱
せ

し

め
て

再
び

カ

オ

ス

に

ひ

き

も

ど

そ

う

と

欲
し

な

い

限

り

は
+

｢

我
々

が

人
々

の

同
意
の

う
ち
に

理

性
の

命
令

､

あ

る
い

は

自
然
の

命
題

(

10
)

を

求
め
て

も

無
益
で

あ

る
｡

+

こ

の

｢

極
め

て

不

幸
な

教
訓
+

が
一

六

四

〇

年
-
六

〇
年
の

革
命
を

指

■(

1 1
)

す
こ

と

は

明
ら
か

で

あ

り
､

又
こ

の

陳
述
だ

け
で

な

く
ロ

ッ

ク

が

少
く

と

も

王

政
復
古
常
時
(

一

六

六

〇

年
)

こ

の

革
命
に

封
し
て

共
感
を

覚
え

ず

賛
同
の

意
見
を

表
明
し

て

い

な
い

■こ

と
は

､

数
少
い

史
料
に

よ
っ

て

で

は

(

12
)

あ

る
が

､

確
認
さ

れ

る
｡

従
っ

て

少
く
と

も

同
意
に

闇
す
一る

ロ

ッ

ク

の

問

題
意
識
の

一

つ

は

革
命
に

封
す
る

彼
の

態
度
の

付
か

ら

生
れ

て

き
た
こ

と

は

肯
け

る
｡

一

方
十
七

世
紀
イ

ギ
リ

ス

の

思
想
情
況

一

般
か

ら

す
れ

ば

同
意

就
中
ロ

コ

ー

ソ

セ

ー
∴

ン

ス

ス

･

ナ

ー

ト

ウ

ー

ラ
ー

リ
ス

ッ

ク

の

い

う
自

然

的

同

意
の

問
題
は

生

得
論
と

は

不

可
分
の

も

の

で

あ

る
｡

な
ぜ

な

ら

道
徳
上
の

あ

る

い

は

思
索
上
の

一

定
の

命
題
に

つ

い

て

の

人
々

の

迅
速
な
あ

る
い

は

普
遍
的
な

同
意
が

､

そ
の

生

得
性
を

明

1

.

一
(

ほ
)

ら
か

に

す
る

も
の

と

さ

れ
て

い

た
か

ら
で

あ

る
｡

と

す
れ

ば
ロ

γ

ク

の

生

得
性
に

封
す
る

批
判
が

､

一

つ

に

は

彼
の

革
命

中
の

慣
陰
に

床
介
さ

れ

た

同
意
の

問
題
に

封
す
る

態
度
決
定
に

よ

る

と

考

ぇ
ら

れ

な
い

で

あ

ろ

う
か

｡

が
ロ

ブ

ク

自
饅
に

お

け
る
こ

の

間
題
意
識
さ

ら

に

は

問
題
構
造
の

形
成
は

よ

り

厳
密
に

追
求
さ

れ

ね

ば

な

ら
■ぬ

で

あ

ろ

ぅ
｡

こ

の

追
求
の

仕
方
は

一

應
二

つ

に

分
け

ら

れ

る

と

思
う

｡

一

つ

に

は

い

わ

ゆ
る

｢

ピ

ュ

ア

リ

タ
ン

革
命
+

を

推
進
し

て

い

っ

た

カ

ソ

リ

ッ

ク

を

除
く
ノ

ン

･

コ

ン

フ

ォ
､

､

､

テ
ィ

の

諸
教
汲
の

著
述
家

･

思
想
家
が

自
然
法

の

生

得
性
と

同
意
の

問
題
さ

ら

に
一

般
に

宗
教

･

政
治
問
題
に

つ

い

て

ど

ぅ
考
え
い

か

に

主
張
し
て

い

た

か

が

明
ら
か

に

さ

れ

ね

ば

な

ら
ぬ

｡

他
方

そ

れ

と

封
此
さ

せ

る

形
で

ロ

ッ

ク

の

自
ら
F
O

m
ど
仁

巨
0

0

ロ

筈
ロ
∽

戻
七
よ

ん

で

い

る

も
の

が

具
髄
的
に

ど
の

よ

う
な
■も
の

で

あ

り
､

そ
れ

が

彼
の

思

想
の

内
で

ど
の

よ

う
に

滑
化
さ

れ

燈
系
化
さ

れ
て

い

く
か

を

追
求
す
べ

き

で

あ
る

｡

.
こ

れ

ら
に

つ

い

て
■
蕃
か

に

賓
讃
す
る

こ

と

は

む

し
ろ

今
後
の

課

題
で

あ

る

が
､

▼
そ

れ
ぞ

れ

の

方
向
に

つ

い

て

若
干
具
髄
化
を

試
み

よ

う
｡

ま

ず
第

一

に

つ

い

て

で

あ

る

が
､

例
え

ば

嘗
時
の

代
表
的
ピ

ュ

ア

リ
タ

(

1 4
)

ン

紳
筆
者
で

あ

り
､

又

ア

ー
､

､

､

ニ

ア

ニ

ズ

ム

に

勤
し

カ

ル

ダ
ィ

エ

イ

ズ
ム

(

1 5
)

の

見
解
を

擁
護
し

て

著
名

な

ア

ー

ム

ズ

(

A
ヨ
e
∽

､

弓
≡
-

P

日

-

笥
ひ

■

-

巴
い
)

は

自
然
法
に

つ

い

て

次
の

よ

う
に

述
べ

て

い

る
｡

｢

自
然
横
あ

る
い

は

自
然
法
は

通
常
永
久

法
と

呼
ば
れ

る

も

の

と

同
じ

で

あ

る
｡

が

そ

れ

は

紳
の

永
遠
性
に

由
爽
す
る

も
の

で

あ

る

が

故
に

､

赫

と

の

関
係
で

永
久
法
と

呼
ば

れ

る

も
の

で

あ
る

｡

ま

た

そ

れ

は

自
然
の

紳

に

よ
っ

て

人
間
の

本
性
に

植
え
つ

け

ら
れ

､

刻
み
こ

ま

れ

た

も
の

で

あ

る

(

1 6
)

が

故
に

､

自
然
法
と

呼
ば

れ

る

も
の

で

あ

る
｡

+

ま

ず
自
然
法
と

白
然
樺

､

湖
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(

17
)

ロ

ブ

ク

は

明

確
に

こ

の

二

つ

を

国
別
し

て

考
え
て

い

る
｡

も

と

よ

り

近
代

自
然
法
思
想
は

白
然
樺
の

思
想
を

自
己
の

髄
系
の

基
礎
に

く

み

入
れ

る
こ

と
に

よ
っ

て

ま

さ
に

近
代
的
た

り
え

た

の

で

あ

る

が
､

ロ

ブ

ク

に

お
い

て

は
こ

の

ー

e

M

と

首
s

-
彼
に

従
え

ば

前
者
は

｢

あ

る

こ

と

を

行
う
の

を

命
じ

あ
る

い

は

禁
ず
る
+

こ

と
で

あ

り
､

後
者
は

｢

あ

る
こ

と

を

行
う
自

由
+

に

存
す
る

-
の

直
別

､

し
か

も

前
者
が

あ
っ

て

の

後
者
と
い

う
意

味
に

お

け
る

囲
別
は

後
年
に

至
る

ま
で

攣
ら

な

い
｡

(

し

か

し
ロ

ッ

ク

の

初
期
思
想
に

お

い

て

は

後
年
に

く
ら
べ

て

ア

ク

セ

ン

ト
の

お

き

方
は

非
常

に

異
っ

て

お

り
､

｢

自
然
法
論
+

に

お
い

て

は

人

間
の

自
然
権
に

つ

い

て

(

駅
)

は

積
極
的
一 も

彗
一

日

が

な
さ

れ

て

い

な
い

｡

)

さ

ら
に

注
意
す
べ

皇

は

自
然
法
と

自
然
権
を

同
一

視
し
て

そ

の

生

得
性

を

擁
護
す
る

立

場
か

ら

具
慣
的

･

政
治
的
自
己

主
張
が

な
さ

れ

る

時
､

そ

(

19
)

れ

ら
の

主
張
が

｢

我
々

の

生

得
的
諸
権
利
で

あ

る

と

宣
言
+

さ

れ

る

こ

と

は
､

革
命
中
の

｢

人

民

同
意
+

(

→
F
e

A
g

岩
か

臼
e

n
t

O

:
訂

宮
○
]

号
)

(

幻
)

の

例
に

も

み

ら
れ

る

と
こ

ろ

で

あ
る

｡

即
ち

同
意
の

合

法
性
が

人
々

の

(

2 1
)

｢

本
来
す
べ

て

平
等
に

か

つ

同
様
に

も
っ

て

い

る

権
力
と

尊
厳
さ
+

と
い

う
意
味
に

お

け
る

自
然
権
=

自
然
法
の

生

得
性
に

そ

の

基
礎
を

お
い

て

い

る

の

で

あ

る
｡

■

第
二

に

つ

い

て

は
ロ

ッ

ク

は

第
五

論
文
で

｢

人
々

の

同
意
+

を

賓
定
的

(

唱

賢
-

5
-

S
)

と

自
然
的
(

n

巳
弓

邑
払

)

に

分
け

て

論
じ

て

い

る

の

で
､

私
も

そ

れ
に

従
っ

て

瞥
見
し

ょ

う
｡

(

22
)

糾
賓
定
的
同
意

こ

れ

は

契

約

(

盲
｡

t

仁

且

に

ょ

る

同
意
を

指
し

､

こ

れ

は

更
に

獣
示
の
(

t

琶
-

t

仁

ヨ
)

契
約
に

よ

る

も
の

と

明
示
の
(

e

出

七
→

e
仏
･

2
日
)

契
約
に

基
づ

く

も

の

と
に

分
け

ら
れ

る
｡

前

者
の

例

と

し

て

は

使
者
の

自
由
通
過

･

自
由
通
商
等
が

､

後
者
の

そ

れ

と

し

て

は

国
境
線

･

一

定
の

物
質
の

購
入

輸
入

禁
止

等
が

あ

げ

ら

れ
て

い

る
｡

そ

し

て

こ

れ

ら

は

む

し
ろ

人
々

の

共
通
の

利
害
が

動
機
と

な
っ

て

生

れ

た

首
ヂ
叩
｡

n
t
-

仁

2

と

呼
ば
る

ぺ

き

で
､

自
然
法
を

何
ら

明

ら
か

に

し

な
い

と
さ

れ

る
｡

已
-
･

-

-

t

監

は

自
然
法
を

遵
守
し

た

結
果
も

た

ら
さ

れ

る

も
の

で

こ

そ

あ

れ
､

(

2 3
)

そ
の

基
礎
で

侶

な

い

の

で

あ

る
｡

し
か

し

他
の

箇
所
で

ロ

ッ

ク

も

述
べ

て

い

る

よ

う
に

､

人

間
社
食
の

存
績
は

紳
の

求
め
る

と
こ

ろ

で

あ

り
､

そ
の

(

2 4
)

一

俵
件
と

し
て

契
約
の

履
行
は

不

可

妖
で

あ
る

｡

と
こ

ろ
で

神
の

命
令
に

合
致
し

な
い

内
容
を

も
つ

契
約
の

履
行
を

も

紳
は

命

ず
る

の

で

あ

ろ

う

か
｡

叉

彼
が

論
讃
し

た

理

論
の

常
然
の

辟
綜
と

し
て

も
､

自
然
的
諸
能
力

に

よ

る

認
識
に

基
い

た

契
約
に

よ

る

同
意

豊
田

然
考

>

む

ら
れ

る
｡

か

く

し

て

契
約
に

よ

る

同
意
が

紳
の

命
令
を

反
映
し

て

い

な

い

と

す
る

こ

と

は

｢

自
然
法
論
+

の

論
理

と

も

矛
盾
す
る

が
､

そ

れ
に

も

拘
ら

ず
彼
が
こ

れ

を

強
く

主
張
し
て

い

る

(

先
に

引

用
し
た

第
五

論
文
冒
頭
の

一

節
に

お

け

る

例
も

む

し

ろ
こ

の

算
定

的
同
意
に

あ
た

る

も
の

で

あ

ろ

う
)

の

は
､

前

述
の

彼
の

悪
因
か

ら

も

察
せ

ら

れ

る

よ

う
に

､

契
約
が

自
然
法
に

基
き

そ

れ

を

表
現
し

た

も
の

だ

と

す
る
こ

と

に

よ

り
､

政
治
社
食
を

契
約
的
性
格

の

か

の

と

考
え

た
ピ

ュ

ア

リ

タ
ン

に

反
封
せ

ん

と

す
る

意
識
が

強
烈
に

あ

っ

た

た

め

で

は

な
か

ろ

う
か

｡

こ

れ

を

あ

る

程
度
裏
書
す
る

よ

う
に

こ

の

時
期
の

ロ

γ

ク

に

大
き

な

影
響
を

及
ぼ

し

た

と
い

わ

れ
る

サ
ン

ダ
ー

ス

ン

(

∽

告
d
e

記
O
n

-

声
○

訂
ユ
ー

設
り

暮
-

象
山
)

も

｢

契
約
事
項
が

何
で

あ

ろ

う

(

2 5
)

と

も
そ

れ

ら
は

確
か

に

自
然
法
の

命
令
で

は

な
い

こ

と
+

を

論
じ

て
､

ロ

ッ

ク

と

同
様
な

意
固
を

明

白
に

し
て

い

る
｡

従
っ

て
一

般
に

生

得
性
の

論
澄
に

含
ま
れ

て

い

ず
､

又
ロ

ブ

ク

自
身
の

i



( 85 ) 研
_

究 ノ ,

-

ト

論
理
に

も

整
合
し

な
い

こ

の

算
定
的
同
意
の

問
題
は

､

彼
の

後
の

思
想
の

蟄
展
に

照
ら

し
て

み

る

時
(

例
え

ば
■
『

悟
性
論
』
)

､

生

得
性
批
判
の

た

め

の

論
語
か

ら
は

滑
え

て

後
に

述
べ

る

｢

自
然
的
同
意
+

だ

け

が

そ

れ
に

く

り

入

れ

ら
れ

て

い

く
の

で

あ

る
｡

(

2 6
)

何
自
然
的
同
意

こ

れ

は

｢

人
々

が

何
ら

契
約
に

媒
介
さ

れ

ず
自
然
の

あ
る

本
能
(
-

ロ
∽

t
i

n
O
t

仁
々

項
ト

ー

d

a

ヨ

β

已
日

昌
e
)

に

よ
っ

て

達
す
る
+

同

意
で

あ
っ

て
､

の
慣
習
あ

る

い

は

行
為
に

関
す
る

も

の
､

00
意
見
に

関
す

る

も
の

､

…11 1

諸
原
理
に

闇
す
る

も
の

に

分
け

ら
れ

て

い

る
｡

こ

れ

ら
の

う

ち
ロ

ッ

ク

は

特
に

…

1 1 1

に

つ

い

て

は

最
も

多
く
の

ペ

ー

ジ

を

費
し

て

い

わ

ゆ

(

(

27
)

る

民

俗
誌
的
知
見
に

基
い

て

正

義
･

貞
淑

･

憐
憫

･

自
己

保
存

･

両
親
念

等
を

論
じ

､

時
間
的

･

室

間
的
に

こ

れ

ら
の

諸
観
念

･

諸
原
理
の

多
様
性

を

裏
付

け
､

も
っ

て

自
然
法
が

こ

の

同
意
に

よ
っ

て

は

讃
し

え

な
い

こ

と

を

述
べ

て

い

る
｡

こ

れ

は

彼
の

論
語
が

生

得
性
批
判
を

意
倒

し
て

い

る

限

り

嘗
然
の

こ

と
で

あ

る
｡

先

に

ふ

れ

た

如
く

､

こ

の

自
然
的
同
意
特
に

何

が

生

得
性
を

主
張
す
る

た

め
の

大
き

な

論
接
に

な
っ

て

い

た

か

ら
■で
あ

る
｡

し
か

し

彼
が

生

得
性
批
判
の

問
題
性
を

理

論
的
に

明

確
に

志
向
し

て

い

た

と

す
れ

ば
､

同
意
が

第
五

論
文
で

論
じ

ら
れ

る

こ

と

は

な
か

っ

た

ろ

う
｡

と
い

う
の

は

生

得
性
批
判
は

す
で

に

主
と

し

て

第
三

論
文
で

論
じ

ら

れ

て

お

り
､

づ

ら

に

自
然
法
認
識
に

関
す
る
ロ

ッ

ク

の

ポ
ジ

ィ

テ
ィ

ヴ

な

論
遼
は

第
四

論
文
を

も
っ

て

完
結
し

た

と
み

ら
れ

る

か

ら

で

凍
る

｡

こ

の

こ

と

は
ロ

ッ

ク

の

園
熱
期
の

思
想
に

お

け
る

生

得
性
批
判
の

構
造
を

追
跡

し

て

も

明

瞭
に

な

る
｡

生

得
性
を

肯
定
す
る

人
々

に

せ
っ

て

も

否
定
す
る

人
々

に

と
っ

て

も

同
様
に

基
本
的
観
念
で

あ
っ

た

紳

観

念
を

例
に

と

ろ

ぅ
｡

ロ

ッ

ク
.が
ご

の

紳
観
念
の

生

得
性
を

具
髄
的
例
語
を

も
っ

て

香
足
し

て

い

る
の

ほ

｢

自
然
法
論
+

で

は

第
五

論
文
で

あ

る
｡

彼
は
こ

う
い
.

っ

て

い

る
｡

｢

例
え

ば

ブ

ラ

ジ

ル

の

若
干
の

人
々

や

ソ

ル

ダ
ニ

ア

漕
の

住

民

達

(

烈

)

は

全
く

紳
を

認
め

た

り

崇
め

た

り

し

な
い

｡

+

そ

し

て

こ

の

例

讃
は

一

六

(

が
)

七
一

年
の

｢

悟
性
論
+

の

草
稿
B

で

は

生

得
性
批
判
の

う
ち
に

組
み

い

れ

ら

れ
､

第
四

節
で

次
の

よ

う
に

生
か

さ

れ

て

い

る
｡

｢

ソ

ル

ダ
ニ

ア

湾
に

､

ブ

ラ

ジ

ル

に
､

カ

リ
ブ

人
の

島
々

に
､

ま

た

そ
の

他
の

地
に

お

け

る

ご

と

く
､

全
種
族
に

わ

た
っ

て

紳
観
念
の

ご

と

き

も
の

の

見
出
さ

れ

な
い

人
々

(

糾
)

が

果
し
て

存
在
し

な
い

か

ど

う
か

…

…
+

こ

れ

は

又
一

六

九

〇
年
の

｢

悟

性
論
+

本
論
第

一

奄
第
四

葦
第
八

街
の

｢

近

年
に

お

け

る

航
海
に

よ
っ

て
､

ソ

ル

ダ
ニ

ア

漕
に

､

ブ

ラ

ジ
ル

に
､

ボ

ラ

ン

デ
ィ

に
､

カ

リ

ブ

人
の

島
々

に
､

又

そ
の

他
の

地
に

お

い

て
､

全

種
族
に

わ
た
っ

て

紳
観
念
が

見

(

8 1
)

出
さ

れ

な

い

人
々

が

蔑
見
さ

れ

な
か

っ

た
で

あ

ろ

う
か

｡

+

に

照
應
す
る

｡

く
り

返
し

て

述
べ

る

よ
.
う
に

な
る

が
､

こ

の

際
注
意
す
べ

き

は
､

同
一

の

例
語
が

三
つ

の

論
文
に

用
い

ら
れ

て

い

る

こ

と

だ

け
で

は

な

く
し

て
､

そ

れ

が

何
の

論
語
に

用
い

ら
れ

て

い

る

か

と
い

う
こ

と
で

あ

る
｡

即
ち

｢

自

然
法
論
+

に

お
い

て

は
一

應
生

得
性
批
判
と

は

直
別
さ

れ

た

同
意
の

問
題

に

お

い

て

引
用
さ

れ
て

い

る

芯

反
し

､

後
の

二

つ

の

場
合
は

自
然
的
同
意

が

生

得
性
と

不

可
分
の

関
係
に

あ

る

こ

と

が

自
覚
さ

れ

る

こ

と

に

よ
っ

て
､

生

得
性
批
判
の

､

し
か

も

そ
の

基
本
的
例
語
と

し
て

用
い

ら

れ
て

い

る

の

で

あ

る
｡

こ

の

事
情
を

さ

ら

に
一

般
的
に

説
明

す
れ

ば
､

こ

の

自
然

的
同
意
は
ロ

ッ

ク

の

恩
痛
心

の

成
熟
に

つ

れ
て

賓
践
上
の

原
則
お

よ

び

思
索

上
の

原
則
に

関
す
る

同
意
と
い

う
形
に

ま

と

め

ら

れ
て

､

明

確
に

生

得
性

批
判
の

う
ち

に

包

含
さ

れ
､

彼
の

認
識
論
形
成
の

批
判
的
封
象
の

内
に

位

置
を

占
め

る
こ

と
に

な
る

｡

2 ∂∂



一 橋論叢 第四 十 雀 第 三 耽 ( 8 6 )

(

1
)

例
え

ば

著
名

な
ロ

γ

ク

思
想
の

研

究
者
の

一

人
で

あ
る

エ

ア

ロ

ン

(

A
p

づ
O

n
､

戸
H

.

)

は

次
の

よ

う
に

述
べ

て

い

る
｡

｢

彼
の

著
作
は

十
七

世

紀
に

お

け

る

最
も

急

進

的
･

進

歩
的

な

社
食
の

要
素
に

よ
っ

て

形

成
さ

れ

た

前
進

を
､

後
せ
に

封
し

確

固
た

る

も
の

に

し

た
｡

…

･

‥

彼
の

述
べ

た

こ

と

は

多
く
の

人
々

の

耳

目
を

完
全

に

捕
え

､

彼
の

同

時
代

人

達
に

と
っ

て

ま

た

多
く
の

次
世

代
の

人
々

に

と
っ

て

彼
を

無
税

す
る

こ

と

は

不

可

能
に

ま
で

な
っ

た
｡

十
八

せ

紀
前

半
の

イ
ギ

リ

ス

人
の

心
を

彼
の

著
作
は

支

配

し
､

そ

の

影

響
は

ア

メ

リ

カ

･

フ

ラ

ン

ス

に

お

い

て

も

殆
ん

ど

同

様
に

偉
大

な

も
の

が

あ
っ

た
｡

+

｢

し

か

し
ロ

ッ

ク

は

又

同

時
に

そ

れ

ら
に

対
す
る

批
判

者
で

も

あ
っ

た
の

ブ
ル

ー

デ
ソ

ト

リ

だ
｡

彼
に

は

彼
の

思

考
規
準
が

あ
.っ

た
｡

彼
は

憐

重
に

改

革
し

ょ

う
と

し

た
｡

受
け

入
れ

う
る

こ

と
の

す
ぺ

て

を
ロ

ッ

ク

は

受
け

入

れ

イ

ム

ブ

ル

ー

デ

ソ

ト

よ

う

と

し

た

が
､

無

謀
さ

を

拒
香
し

た
｡

か

1

る

方

法
で

先

人
の

な

し

た

眞
の

進

歩
を

最
上

に

守
り

得
た
の

で

あ
っ

た
｡

+

｢

か

く

て

ロ

ッ

ク

の

全

研

究
は

批
判
を

通
し
て

の

〔

進

歩
の

〕

固
定

化

(

0

0
n
∽

?

-
-

臣
p

t
-

○

β

t

ど
○

仁

的

F

O

ユ
t
-

c
-

00

ヨ
)

と

考
え

ら

れ

よ

う
｡

+

(

A
p

ワ
0

日
‥

J

O

ビ
β

｢
0
0

打
e

}

N

日

P

e

d
.

-

諾
ぃ

〉

p

ワ

旨
N

-
岩
山

}

旨
○

こ

の

エ

ア

ロ

ン

の

い

う

｢

批
判
を

適
し

て

の

〔

進

歩
の
〕

固

定

化
+

が
､

別

の

接
近

角
度
か

ら

す
る

と
､

二

元

性
･

妥

協
性
と

い

う

形
で

表
現

さ

れ

る
｡

こ

の

よ

う

な

評

傾
が

蛮
骨
か

香
か

は

別
と

し

て
､

方

法
的
に

は
こ

れ

ら
の

問
題
を

思
想

形

成
史
的
に

追

跡
す
る

こ

と

が

不

可

歓
と

考
え

る
｡

(

2
)

｢

初

期
+

と

し
て

ロ

ブ

タ

の

思

想

的

餞

展
の

一

時
期
を

甚

切
る

こ

と

は

畢
界
の

定

説
と

は

な
っ

て

い

な
い

し
､

況

ん

や

そ

れ

を

何
時

ま
で

と

す
る
か

､

ま

た

ど
の

よ

う
な

特

質
を

捻
っ

て

い

る

か

に

つ

い

て

は

確
定
し

た

所

説

は

な
い

｡

し
か

し

筆
者

は

本

稿
で

述
べ

る

よ

う

に
､

王

政

復
古
前

後
の

彼
の

思

想
に

は

そ
の

意

囲

と

主

張
に

お

い

て

そ

れ

以

降
の

思
想

と

少
な
か

ら

ず
異
っ

て

い

る

諸

蘇
を

認

め

る

の

で
､

彼
の

思

想
に

｢

初

期
+

と

名

付

け
る

一

時

期
を

設

定

す
る

｡

そ

し
て

そ
の

限

界
を

偶
に

｢

自

然
法

論
+

(

H

詮
p

l +

諒

○

臼

t

F
e

r
P

弓
○
巾

Z
巴
亡

3
)

の

書
き

上

げ

ら

れ

た
一

六
六

四

年
に

お

く
｡

因
み

に

侍

･

記

的

研

究
の

場
合

に

は
ブ

ー

ン

(

申
じ

弓
β
e

､

ロ

戸

句
･

)
､

エ

ア
.

ロ

ン

は

共
に

一

六
六

七

年
で

甚

別

し

て

い

る

し
､

ク

ラ

ン

ス

ト

ケ

ン

(

C
I

P

ロ
∽
t

O

ロ
､

呂
P

弓
i

O

e

)

は
オ

ク

ス

フ

ァ

ド

大
草
講
師

時

代
の

終

り
､

即
ち

一

六

六

四

年
未
に

一

つ

の

筒
分
を

お

い

て

い

る

が
､

そ

れ

以

前
の

時
期
を

細
分

化
し

､

又

同
一

時

期
を

違
っ

た

観
鮎
か

ら

眺
め

て

い

る
｡

C
巾

.

せ
○
亡

→
ロ

e

‥

→
F
e

】

L
f

e

O
f

-
O
F
ロ

J
0

0

打
2

-

N

く
○
】

也

.､

P
O

日

P

-

∞
い

ぶ
.

く
○
-

.

-
.

､

A
P

岩
β

‥

○

甲
0

芦
-

七

寛

:
一

､

C
叫

P

ロ
賢
○
日
‥

J

O

F

n

r
0
0

吋
e

､

｢
○

β
d

.

-

況
♪

p

9

-

-
00

〇
.

(

3
)

ヨ

ル

ー

ン

(

叫
○
-

t

O

β
-

1

0

F
ロ

き
1

t

)

は

こ
O

F
ロ

ト
0
0

打
e

P

ロ

d

t

F
e

弓
P

叫

O
f

H

d
e

監
､

(

〇
.

q
.

勺

+
巴
e

で

彼
の

ロ

ッ

ク

の

認
識

論
に

つ

い

て

の

研

究
の

意

圃

と

方

法
に

つ

い

て
､

お

よ

そ

次
の

よ

う

に

述
べ

て

い

る
｡

即
ち

｢

ロ

ッ

ク

の

同

時

代

人

達
の

心
の

う

ち
に

は

存
在
し
た

が
､

今
ま

で

十

分

評

慣
さ

れ

な
い

で

い

る

…

…

彼
の

認
識

論
と

宗
教
に

お

け

る

新

動
向

と
の

密

接
な

関
係
+

に

注

目

す
る

ヨ

ル

ー

ン

は
､

ロ

ッ

ク

の

哲
畢
を

デ
カ

ル

ト

に

饗
し
バ

ー

ク

リ
･

ヒ

ユ

ー

ム

･

カ

ン

ト

に

つ

な

が

る

近

代

哲
畢
史
の

潮
流
の

中
に

位

置
づ

け
る

こ

と

に

は

何

等
の

異
存

も

表
明

し
て

ほ
い

な
い

が
､

｢

通

常
無

税
さ

之ββ
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_
ト

れ

あ

る

い

は

十

分
に

注

意
が

沸
わ

れ

て

い

な
い

も

う
一

つ

の

面
が

あ

る
+

こ

と

を

指
摘
す
る

｡

そ

れ

は
ロ

γ

タ

の

哲
畢
上

の

仕

事
が

ま

さ

し

く
そ

れ

と

し
て

始

め

ら
れ

た
の

■で
は

な

く

し
て

､

ロ

ッ

ク

自
身
が

語
っ

て

い

る

よ

う
に

道

徳

宗

教
に

つ

い

て

の

討
論
に

関
連
し
て

も

た

ら
さ

れ

た

も
の

で

あ

る

と

い

う
こ

と

で

あ

り
､

そ
こ

で

ヨ

ル

ト

ン

は

｢

『

人

間
悟

性
論
』

､
の

特

質
の

一

つ

は
ロ

ァ

ク

が

思
索
を

始

め

た

時

期
の

道

徳

的
･

■
宗

教
的
コ

ン

テ

ク

ス

ト

に

照
し

て

み

れ

ば
､

そ

の

哲

畢
的
理

論
が

昔

時
の

道

徳
･

宗

教
上
の

論
争
に

ほ

と

ん

ど

直

接
的
に

結
び

つ

け

ら

れ

て

い

た

鮎
で

あ
る

こ

と

は

明
ら
か

に

な
る
+

と

主

張

す
る

｡

従
っ

て
ヨ

ル

ト

J

に

と
っ

て

｢

ロ

ッ

ク

の

認
識
論
の

意

義
は

『

悟

性

論
』

を

そ

れ

白

身
の

世

紀
の

コ

ン

テ

ク

ス

ト

の

中
に

お

い

て

の

み

把

握

せ

ら

れ

る

の

で
+

ぁ

り
､

そ

れ

は

｢

ロ

ッ

ク

の

同

時
代

人

達
が

〔

彼
の

理

論
に

封
し
て
〕

ど
の

よ

う
に

應
答

し

た
か

を

研

究
し
､

又
そ

れ

に

よ
っ

て

こ

れ

ら
の

諸
理

論
が

そ

の

せ

紀
の

人
々

に

と
っ

て

い

か

な

る

意

味
を

も
っ

て

い

た

か

を

明
ら
か

な

ら

し

め
る
+

こ

と

に

お

い

て

具

濃
化

さ

れ
る

｡

(

O

p

O

芦
〉

句

中

5 .

ナ

5 .

-
i

㌦
如

し

私
が

｢

祀

骨
思
想

史

的
+

と
い

う
と

き

右
の

如
き
ヨ

ル

ト

ン

の

主

張
を
一

例
と

し

て

念
頭
に

お

い

て

い

る

の

で

あ

る

が
､

彼
が

我
々

が

到

底

接
し

う

ぺ

か

ら

ざ

る

豊

富

な

史

料
を

騒
優
し

て

展

開

し

た

研

究
を

観
る

と
､

我
が

国
で

の

ロ

ッ

ク

思

想

研

究
が

右
の

方

法
で

ど
こ

ま
で

な

し

う

る

で

あ

ろ

う

か

と
の

廃
念
も

持
っ

て

い

る
｡

(

4
)

こ

の

書

物

は

次
の

フ

ル

タ

イ

ト

ル

を

も
っ

て

刊

行
さ

れ

た
｡

又

こ

の

｢

自
然
浩

論
+

な
る

標
題
は

編
者
ラ

イ

デ
ン

の

付
し

た

も
の

で

あ
る

｡

ー
O

F
n

r
O
の

材
e

‥

H
詮
p

y
砂

○

ロ

t

訂

｢
P

司

O
f

Z
巳

喜
e

.

→

ど

P

巴
訂
t

e

監
J

已
t

F

P

t

→

P

n

巴
P
t
-

○
ロ

こ

已
3
P

⊆
U

t
-

O

n
-

甲
口

中

日
O
t
e

り
ー

t

O
的
e
t

F
e

→

弓
芹
F

t

り
P

β

岩
ユ

官
の

○
巾

P
0
0

打
①

打

切

F
O

ユ

F
p

ロ
ト

F

E
仏

-

○

弓
n

巴
f

O
→

-

笥
戸

出

申

す

W
.

七

d
n

r
e

y
(

訂
n
.

(

○

已
.

-

況
七

以

下

H
班
∽

や

忘

と

略
す

｡

な

お

こ

の

他

私
が

ロ

ッ

ク

の

初

期

思

想
を

考
え

る

易
合
に

使
用
し

た

彼
の

作
品
の

う

ち

本

稿
に

関
係
あ

る

も
の

を

年
代

順
に

列
記

す
る

と

次
の

ご

と

く
で

あ

る
｡

(

な
お

引

用
の

重

複
し

て

い

る

文

献

は

避

け

た
｡

)

何

一

六
五

四

年
ク

ロ

ム

ウ
ェ

ル

の

封
蘭

戦
争
講
和

を

成

し
て

オ

ク

エ

ン

(

○

弓
e

ロ
〉

戸
)

の

公

刊
し
た

詩
集
に

よ

せ

た
ラ

テ

ン

語
の

短

詩
と

英
語
の

長
詩
(

こ

れ

は

全

文
が

プ

ー

ン

に

よ
っ

て

印

刷

さ

れ

■

て

い

る
｡

せ
○

弓
n
e

‥

O

p

O

F
-

勺
p
.

旨
-
治
.

)

帥

一

六
五

六

年

十
一

月

十
五

日

付

父

親
あ

て

書
簡

､

ク

エ

イ

カ

一

に

封
す
る

彼
の

態

度
が

示

さ

れ

て

い

る
｡

(

こ

れ

は

部

分

的
に

ク

ラ

ン

ス

ト

ン

に

よ

っ

て

引

用
さ

れ
､

又

ラ

イ

デ
ン

も

趣
く

断
片
的

に

引

用

し
､

説

明
を

加

え

て

い

る
｡

C
f

.

C
ゴ
p

n

賢
○

ロ
‥

O

p
.

2 .

t
一

-

p
･

畠
)

P
e
=

盲
e

日
‥

→
F
e

H

已
→

O

d

妄
U

t
小

○
ロ

t

O

r
0
0

打
e

､

払

E
∽

岩
忘

O

n

t

ど
P
P

弓

○
叫

ヨ
a
t

2
･

e
､

句

中

-

か

-
-
‥

ご

…

11 1

｢

世

俗

権
力

は

宗
教
的

信
仰
に

か

ん

す
る

非

本

質
事

項
の

運

営

を

命
令
し

決

定
し

う
る

や

香
や
+

(

め

房
∽

t
-

O

n
‥

弓
F
e

首
e

→

旨
e

C

訂
}

-

呂

品
小

∽

t
l

P
t

e

ヨ
p

呵

】

p

弓
f

已
-

呵

-

2
p
O

琵

甲
ロ

d

d
2
t

e

プ

ロ
-

ロ
e

t

訂

宏
e

O
f

-

n

d
-

鞄
e

岩
n

:
F

ど
g
払

ど

岩
訂

3
日

O
e

t

0

7

河
e
】

首
-

○

宏

W
O
→

臣
首

～

)

こ

れ

は

本

文

が
一

六

六

〇

年
十
二

月

朗
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十
一

日

ま
で

に

出
爽
上

り
､

序
文

は

六
一

年
五

月
八

日

以

降
に

善

か

れ

た
｡

C
汁

｢
e

叫
n

訂
P
‥

O

p

O

芦
〉

p
.

N

小
一

(

こ

れ

は

序

文
の

撞

く
一

部
が

キ

ン

グ

に

ょ

っ

て
､

本

文
の

う

ち
の

プ

レ

ポ

ジ

シ

ョ

ン

の

部

分
が

ガ

フ

に

は
っ

て
､

･
叉
木

文
の

一

部
が

ク

ラ

ン

ス

ト

ン

に

よ

っ

て

そ

れ

ぞ

れ

印

刷
さ

れ

た
｡

吊
-

ロ

g
-

勺
∴

→
F
e

E
f

e

甲
ロ

d

r
e

t
t

e

→
払

O
f

-

O

F
ロ

J
0
0

打
e

-

弓
-

t

F

H

已
1

P
O
t

∽

f

3
m

E
s

l

O

弓
n

巴
竺
P

n

d

C
O

日

日
○

ロ

旦
P
O

e

出
0
0

打
s

-

-

く

○
-

.

旨
年

e

P
加

く
○
】

.

J
O

n

中

-

∞

岸

胃
.

N

～
∞

.

G
O

貞
F

〉

-
.

弓
∴

J
O

F
ロ

｢
O
n

打
e

､

s

吋
○

≡
い

ざ
巴

吋

巳
】

○

冒
p

F

¥

=聖
g

巳
S
t

已
訂
払

〉

○

已
.

-

漂
○

-

p

p

-
叫

心

-
-

∞

〇
.

〉

C
→

P

ロ

賢
○

ロ
‥

O

p
.

〇

芦
〉

ワ

旦
U

.

.

Ⅳ

｢

世

俗

権

力
は

宗

教
的

信

仰
に

関
す
る

非

本

質
事

項
を

採
り
上

げ
､

人

民

に

命

じ

う

る

か
｡

し

か

り
｡

+

(

A
ロ

呂
p

的
i

賢
ゴ
P

ど
仏

C
-

5 .

-

訂

勺
○
∽
∽

芹

蒜
¢

監
. -

払

匂

ど
H

p
S

訂

d
-

5 .

已
0

已
t

戻

ユ
t

宏

P

琶
訂
O

e
→

e
-

e

O

遜
仁
e

p
O

廿

已
○

-

m
勺
○

ロ
e

→
e

～

A
琵
→

ヨ

邑

弓
)

こ

れ

は
一

六

六

〇

年

秋
以

降
に

執
筆

さ

れ

た

が

そ

の

時

期
は

未
だ

明

確
に

さ

れ

ず
､

六

〇

～
六

一

年
と

も

六
一

～
六
二

年
と

も

考
え

ら

れ

て

い

る
｡

C
f

.

｢
e
‥

盲
e

n

O

p
-

O

F
､

や
N

や

(

こ

れ

は

原

文

は

全

く
み

ら

れ

ず
､

唯
ラ

イ
デ
ン

､

ガ

フ

､

ク

ラ

ン

ス

ト

ゥ

ン

の

説

明

に

よ

る

だ

け
で

あ

る
｡

J
e
)

益
e

n
‥

○

や

O
i

t

こ

p

p
.

N

叫

-
N

¢
〉

G
?

亡

南
F
‥

O

p

O

芦
-

召
+
∞

-

-
-

監
-

C
→

P
ロ

許
○

ロ
‥

O

p
O

F

も
●

已
･

)

こ

の

他

｢

ロ

ー

マ

共

和

国

考
+

(

挿
e

p
e

O

t
-

O

n
四

日

胃
ロ

t

ビ
e

声
○

日
P

n

C
O

日
ヨ
O

n

弓
e

巴
一

声
)

が

従

来
ロ

ッ

ク

の

一

六
六

〇

年
の

作
だ

と

さ

れ

て

い

た

(

ブ

ー

ン
､

ガ

フ

)

が
､

最
近
の

研

究
で

こ

れ

は
ロ

ッ

ク

の

著

作
で

は

な
い

こ

と

が

明

ら

か

に

な
っ

た
｡

.

(

ラ

イ
デ

ン
､

ク

ラ

ン

ス

ト

ゥ
､

ン

)

こ

の

作
品
が

彼
の

も
の

で

あ

畠
か

香
か

は

初

期
ロ

ッ

ク

の

思

想

を

考

え
る

上

で

極
め

て

重

要
で

あ

る
｡

C
巾

.

田
○

弓
ロ
e

‥

O

p

O

声
一

9

-

毛
-

G
O

仁

g

F
‥

O
p

.
〇

声
〉

p
p

一

-

∞

山

-
-

∞

♪

｢
e

Ⅵ
n

訂
ロ
‖

○

甲

已
t

.

-

p

ワ
N
N

一

n
.

N

C
コ
P

n

賢
○

ロ

O
p

.

〇

芦
一

句

h

芯
.

(

5
)

E

宏
P

l +

盲
〉

p

-

N

N
.

(

6
)

E
s
s

P
)

遠
-

p
-
h

蒜
.

(

7
)

C
f

.

f

O

弓
t

F
e

笠
p
y

特
に

留
意

す
べ

き

峠
こ

の

論
澄

が

ス

コ

ラ

的

思

考

規
則
に

従
っ

て

二

つ

の

前

提
を

お

い

て

い

る

と

い

う
こ

と

で

あ
る

｡

(

8
)

ロ

ッ

ク

が

既
に

オ

ク

ス

フ

ァ

ド

大

草

衣

畢

中

撃
畢
に

興

味
を

も

ち
､

.
あ

る

い

は

化

学
の

賓
駿
を

行
い

､

ボ

イ
ル

(

世
○

ユ
e

】

戸
)

を

初

め

｢

イ

ン

ゲ
ィ

ジ

ィ

ブ

ル

･

カ

レ

ブ

ヂ
+

の

メ

ン

バ

ー

と

交

友

関

係

に

あ
っ

た
こ

と

等
､

若
い

ロ

γ

ク

が

近

代
自

然

哲

畢
の

知

識
を

廣
く

持
っ

て

い

た

こ

と

は

理

解
さ

れ
.る
｡

(

C
汁

ど
甘
e

巨
‥

O

p
.

(

き
.

､

p
.

-

か
､

A

弓
○
ロ

O

p
.

〇
i

t
こ

p
p

J
N

-
-

上

し

な

お

こ

の

よ

う

な

彼
の

自

然

哲
畢
の

知

識
が

社

食
哲
単
に

ど
の

よ

う
に

し

て

生

か

さ

れ

え

た
か

に

つ

い

て

は

本

稿
第
二

節

参
照

｡

(

9
)

十

七

せ

紀
の

哲
寧
に

お
い

て

は
､

慈

恵

的

な
も
の

と

笹

別

さ

れ

た

客

観
的

･

普

遍
的

な

諸

原
理

あ

る

い

は

規
範
と
し

て

の

｢

自

然
+

概
念
が

廉
く

存

在
し

､

そ

れ

が

又

自

然

法

概
念
の

中

核
を

な

し

て

い

た
｡

又

多
く
の

場

合
そ

の

自

然

法
は

人

間
に

と
っ

て

生

得
的

な

も
の

と

さ

れ

て

い

た
｡

C
什

.

G
-

訂
O

n

L
∴

J
0
0

紆
2

オ

→
F
e

O

→

q

O

巾

村
n
O

苧

】

e

倉
e

甲
ロ

中

富

H
-

賢
0

ユ
○

巴

河
e
-

P

已
○

日
払

】

C
P

日
F

-

空
ツ

勺
p

･

2 ∂8
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N
心

-
い

〇
.

(

1 0
)

E

票
p
y

ヂ

や

一

芸
.

(

1 1
)

C
f

.

H

宏
p

忘
へ

p

.
-

巴
.

P

N
.

(

ピ

註

(

4
)

の

わ
00
00
を

参
照

､

多
少

機

械

的
に

表

現
す

れ

ば
､

の
は

棉
紳
の

平

穏
･

社

食
の

平

和
へ

の

希
望

を
､

帥
は

熱
狂
に

封
す

る

嫌

悪
を

､

ii i

は

い

わ

ば

そ

れ

ら
の

結
果
と

し
て

の

裾
野
主

義
的

な

政
治

=

宗
教
論
を

示

す
｡

(

1 3
)

C
汁

吋
○
-

t

O

n
‥

○

ワ

O

F
)

H

H

→
F
e

ロ
0
0
什

ユ
n
e

O
f

I

n
-
】

監
e

村
ロ
○

阜
-

旦
叩
e

二
ひ
爪

革

p
.

N

p

又
ロ

ッ

ク

自
身

も

｢

人

間

悟
性

論
+

で

一

般
的

同

意
が

生

得

論
の

大

き

な

論

捷
に

な
っ

て

い

る

こ

と
を

述
べ

て
い

る
｡

(

H

芸
P

¥

田
F

-
-

O

F
H
H

.

ゆ

N
､

→

訂
き

1

0
→

打
¢

O
f

J

O

F
ロ

P
0
0

打
e

-

り

く

○
-

.

､

-

3
†

d

d
】

.}

-
-

苫
.

-

山

1
-
h

ご

(

1 4
)

十

七

世

紀

中
葉
か

ら

十

八

世

紀

初

頭
に

か

け

て

の

イ

ギ

リ

ス

に

お

け
る

宗

教
思

想
の

螢

展
に

つ

い

て

は

次
の

書

物

が

優
れ

た

解
明

を

典

え
て

く
れ

る
｡

又
ア

ー

､
､

､

ニ

ア

ニ

ズ

ム

と
カ

ル

ダ
ィ

ニ

ズ

ム

の

同

学
に

つ

い

て

は

同

軍
の

序

章
･

第

二

章

参
殿

U

C

ぷ
叫

g
)

G
.

戸
‥

句
→

0

2

勺
亡

ユ
t

P

2.仏
日

t

O

t

F
e

A
g
e

O
f

河
e

P

岩
n

】

C
P

ヨ
F
-

況
〇

.

(

1 5
)

C
f

.

t

F
e

D
-

O
t

ざ
n

宅
七

〇
叫

Z
a
t
-

○

ロ

巴

望
O
g

岩
p

F

¥

く

○
-

+
〉

勺

p
一

宏
h

～
山

笥
.

(

1 6
)

勺
亡

ユ
t

2
-

-

∽

日

野
ロ
d

J
-

げ
①

ユ
y

筈
】

e

O
t

e

d

軒

e

d
-

訂
d

ま
t

F

P
ロ

ー

ロ
t

→

O

a

2
)

t
i

O

ロ

♂

叫

A
.

S
.

ロ

き
1

0
0

払

F
O

岳
e

-

｢
○

ロ

P

-

漂
○

-

p
.

-

∞

ソ

な
お

こ

の

書

物
に

収
め

ら

れ

て

い

る

の

は

ア

ー

ム

ズ

の
.

ロ
e

〔
○

日

昌
訂
ロ
t

阜
e

首
∽

.
言

-

e

e
t

C
P

巴
b

戻
､

(

-

巴
N
)

の

部

分
的

な

英
謬
で

あ

る
｡

′

(

J
)

c

汁

日

次
b

勺
∽

Y

や

〓
〇

.

こ

れ

は
ホ

ッ

プ

ス

の

明

確

な

定

義
を

踏

襲
し

た

も
の

と

考

え

ら
れ

る
｡

C
f

.
-

O

P

O

芦
-

ロ
.

-

紆

H
O

♂

b
e
∽

‥

｢
e

5.
巳
F

中

ロ
一

隻
.

i
〉

O

F
-

♪
(

水

田

洋

詳

岩
波

文

庫

版

H
二

〇

八

1

二

〇

九

頁
)

(

1 8
)

自

然
権
と

自

然

法
を

区
分

し

た

箇
所
を

除
け

ば
､

人

間
の

自

然

樟
に

つ

い

て

語
っ

て

い

る

虞

は
一

つ

も

な
い

｡

(

紳
の

自

然

樺
･

創

造

棟
に

つ

い

て

は

数
個

所
で

ふ

れ

て

い

る
｡

)

し

か

し
｢

統

治

論
+

に

ら

ち

.

お

い

て

は

自
然

状

態
の

説

明
の

中
で

｢

自

然
の

法
の

埼
を

超
え

な

い

限

り
で

は
､

他
の

な

ん

ぴ

と
に

も

許

可
を

求
め

ず
､

あ
る

い

は
､

他

の

な

ん
ぴ

と

の

意
志

に

も

左

右
さ

れ

ず
､

■
自
分
の

考
え
一

つ

で

よ

し

と

し

た

と
こ

ろ

に

し

た

が
っ

て
､

自

分
の

行
動
を

営
み

､

ま
た

右
に

し
た

が

っ

て

自

分
の

資
産

と

身

柄
と

を

盛

理

す

る
､

と

い

う

完
全

な

自

由
の

状
鰻

で

あ

る
｡

そ

れ
は

ま

た

平

等
の

状
態
で

も

あ

る
｡

す

な

わ

ち
､

こ

の

状
態
で

は

権
力
と

司

法
権
と

は
､

誰

も
が

こ

れ

が

互
い

に

相

手
の

上

に

ふ

る

う
｡

+

と

し
て

い

る
｡

(

→
弓
○

→

詔
a
t
-

蒜
∽

O
f

G
〇
七

d
→

ロ

ヨ
e

已
】

山
村

･

H

I
)

O

F
H

H
.

妙

阜

鈴

木

秀

男
詩

五
三

頁
)

唯

こ

1

で

注

意

す
べ

き
は
ロ

ッ

ク

の

白

然

状
態
が

飽
ま

で

も

自
然

法
の

状
態

で

あ
っ

て
､

自

然

権
の

そ

れ
で

は

な
い

と

い

う
こ

と
で

あ
る

｡

な

お

同

様

な

直

別
を

し

な

が

ら
､

ロ

ッ

ク

と

ホ

ッ

プ

ス

の

自

然

状
態

が

い

か

に

異
る

か

に

つ

い

て

は

太

田

可

夫

｢

イ

ギ

リ

ス

社

食
哲
畢
の

成
立
+

(

弘

文

堂
､

一

九

四

八

年
)

一

五

〇

1
一

五
一

頁

参

照
｡

(

1 9
)

第
一

次
｢

人
民

同

意
+

の

結

語
の

部
分

に

み

え

る

表

現
で
.

あ

る
｡

(

C
f

.

竹
串
ユ
t

P

n

訂

日

甲
ロ

d

H

L

b
e

ユ
七
､

p
.

去
L

ご

(

2 0
)

こ

の

｢

人
民

同

意
+

は

近

代

成
文

憲

法
の

素
型

と

し
て

普
く

知

2∂9



一 橋論叢 第四 十 雀 第 三 競 ( 9 0 )

ら
れ

て

い

る
｡

そ
こ

に

は

人
民

圭

槽
理

論
が

う

ち

出

さ

れ
､

人

民
の

諸

権

利
･

諸

自

由
が

い

く
つ

か

の

映
陥
を

含
み

な

が

ら

も

規
定
さ

れ

て

い

る
｡

な

お

｢

人

民

同

意
+

に

は
一

六

四

七

年
十

月

(

第
一

次
)

､

〓
ハ

四

八

年
十

二

月
(

第
二

次
)

､

一

六

四

九

年
一

月
に

そ

れ

ぞ

れ

食

表
な
い

し

は

連
出
さ

れ

た
三

種
の

も

の

が

あ

り
､

思

想

的

な

差
は

殆

ん

ど
み

ら

れ

な
い

が
､

第
三

者

日
の

も
の

が

最
も

詳
細
な

規
定
を

含

ん
で

い

る
｡

C
f

.

吋

己
.

芹
甲
ロ
i

∽

m

P

β

か

J

旨
e

ユ
y
-

せ

p
.

全
山

-
会
ぃ

.

勺

p
.

い

訣
-
い

監
T

-

竹

中

い

か

N

!
･

宗
¢

〉

G
P
→

d
叶

n
e

J

の
.

戸
‥

→
F
e

〔
○

ロ
･

巴
t

已
-

○

ロ

巴

ロ
0
0

仁

ヨ
2

n
t

払

O
f

t

F
e

セ
ロ

ユ
t

P

n

声
e

く
○

ど
t

-

○

ロ

こ

缶
小

-
-

訣
○

)

○

已
.

-

加
∞

¢
-

旨
a

e

d
.

-

苫
P

勺
p

.

い

冶
-
山

ご
.

.

宅
0
0

d
･

F
O

宏
e

､

払

H

已
→

O
d

⊆
U

t
i

O

β

t

O
-

勺
○

ユ
t

平
ロ
ー

∽

m
P
n

中
㌣
i

訂
ユ

†
e

∽

p
.

p

9

3
-
詔

}

星
田

輝

夫

｢

人
民

同

意

(

｡

づ
F
e

A
叫
→

e

e

m
e

ロ
t

O
巾

t

F
e

勺
e

O

p
-

e

｡

)

に

就
い

て

ー
近

代

民

主

主

義
に

関
す
る

一

史
料

と

し

て

ー
+

(

西

洋

史

畢
Ⅰ

一

九

四

八

年

所

収
)

(

2 1
)

七
戸
ユ
t

P

n

巴
2
P

ロ

み

J

旨
e

ユ
¥

p

ピ
ソ

(

22
)

C
f

.

E

宏
P
u

蒜
-

p

p
一

-

告
-

-

缶
.

(

2 3
)

C
汁

e

好
E
け

e

宏
P

¥

(

2 4
)

C
汁

H
∽
∽

P
l +

盲
-

廿

や

ー

ー

∞
､

-

宗
一

(

2 5
)

P
e

叫

d
①

ロ
ー

○

ワ

○
-

t
.

〉

p

p

ヒ
!
碧
r

(

2 6
)

C
f

.

E

笠
p

呵
∽

リ

セ

p
.

-

か

ゃ

-
-

ゴ
00

.

(

2 7
)

ロ

ッ

ク

が

用
い

た

論

擾
の

う

ち

近
代
の

旗
行

記

と

考
え

ら
れ

る

も
の

は

次
の

著
作
で

あ
る

｡

A
争
p

m

O
-

e

胃
ど
∽

､

→
F
e

く
○

当
P

g
e

払

巴
-

d

→

昌
づ
e
-

払

○
巾

t

F
O

A
ヨ
ぎ
P

設

邑
○

諾
払

e

n
t

ビ
y

句

イ
e
n

訂

ユ
0

打

口
戸
村
①

O
f

口
○
】

毘
e

F
t

O

t

訂

G

3
巳

口
仁

村
e

O
巾

E
亡
∽
0

0
く

¥

斡
ロ

d

一

旨
e

日
n

g

O
巾

勺
e

謡
-

P

㈲
(

ソ
V

(

-

巴
山

一
い

り

)
}

紆

C
∴

弓

ど
→

e
什

○

巴
･

e

邑
n

訂
仁

→
F
e

→
→

慧
1

e
-

切

O
f

-
○

オ
n

A
-

b
e

ユ

d
e

呂
巴

-

〔

訂
】

s
】

○
-

紆

C
.

こ
日
t

O

t

F
e

H
a

聖
T
I

d

打
払

(

-

巴
∞

1
合
)

一

声
e

ロ
包

b
→

の

d

ど
t

O

田
口

g
-

訂
F

ビ

y

-

O

F
n

O
P

ま
①

払
】

○
竹

内
i

d

弓
e
】

】

¥

ど
宍.

r

-

課
N

.

な
お

こ

■
の

書

物
の

英
語

版
に

先
立
っ

て

濁
･

彿
･

蘭

各

国
語

版

が

あ
っ

た
｡

C
汁

出
訂

岩
忘

)

p

.
-

記
∵

ロ
●

N

･

(

2 8
)

村

琵
P
u

忘
-

p
.

-

ヨ
T

一

(

2 9
)

ロ

ッ

ク

は

｢

人
間
悟
性

論
+

の

二

つ

の

草
稿
を

一

六
七

一

年
の

夏
､

お

よ

び

同

年
の

秋

あ
る

い

は

冬
に

書
い

て

お

り
､

こ

れ

ら

は

通

常
草
稿
A

､

草

稿

B

と

呼
ば
れ

､

そ

れ

ぞ

れ

次
の

形
で

印

刷
ぜ

れ

て

い

る
｡

草
稿
A

A
日

日

賀
-

Ⅵ

ロ

岩
f
t

O

巾

｢
0
0

打
e

打

E

琵

睾
t

O

的
e
t

計
り

弓
芹
F

村
H
O

e

召
t

の

符
0

2

E
払

-
○

弓
n

巴
∽
.

H
P

♂

呵

廿

r

H
.

A
p

り
O

n

巴
-

払

ナ

G
-

す
b

･

〇
H

ト

ー

£
や

草
稿
B

A
n

田
雷
P

y

0

0

ロ
O

e

→

ロ

F
g

t

訂

q
ロ

d
e

諾
t

P

ロ
d
-

n

叫
〉

内
ロ
○

弓
-

e

ト

的
e

-

O
p

ど
ど
n

P

β
a

A
宏
e

ロ
t

.

H
d

.

弓
-

t

F

p

ロ

ー

日
什

ワ
O

d

2
)

t
-

○

ロ

♂
叫

声

声
p

日

中

C
p

2

デ

H
P

ワ

づ
P
→

包

ノ
｢

.

勺
.

-

¢

山

一
.

(

3 0
)

河
P

n

払

(
e

P
)

H

O

p
一

已
t

.

}

や
N

N
.

(

3 1
)

→
F
e

弓
○

→

打

タ

く
○
-

.

-
-

p

笥
一

サ
ー

さ
て

先
に

述
べ

た
ロ

γ

ク
の

イ

ギ

リ
ス

革
命
に

封
す
る

態
度
が

一

般
的

(

1
)

に

｢

室
位
期
の

熱
狂
的
行
き

過
ぎ

に

封
す
る

嫌
悪
+

と
し

て

表
現
さ

れ
る

に

し
て

も
､

こ

の

心

情
が

ど

の

よ

う
に

知
的
に

反
省
さ

れ
､

思
想
の

次
元



ノ

( 9 1 ) 研 究 ノ ー

ト

に

お
い

て

い

か

な
る

問
題
展
開
を

行
っ

た

の

か

と
い

う

疑
問
は

残
る

｡

こ

れ

に

つ

い

て

例
え

ば

ク

ラ

ン

ス

ト
ゥ

ン

は

王

真
汲
な
い

し

は
ア

カ

デ
ミ

ッ

ヽ

ヽ

ク

な

哲
学
者
の

誤
り

と

し
て

は

侍
統
へ

の

固
執

､

又
ピ

ュ

ア

リ

タ

ン

や

非

ヽ

ヽ

国
教
徒
の

誤
り

と

し
て

は

熱
狂
即
ち

眞
理
の

基
礎
と

し
て

感
情
的
な

確
信

を

接
り

所
に

す
る
こ

と
､

以

上
二

つ

の

過
誤
を
ロ

ブ

ク

は

騒
然
た

る

歴
史

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

へ

の

反
省
か

ら

認
め

､

倖
統
に

代
え

る

に

経
験
を

､

熱
狂
に

代
え

る

に

理

ヽ

(

2
)

性
を

も
っ

て

し

た
､

と

す
る

見
解
を

提
起
し
て

い

る
｡

こ

の

ク

ラ

ン

ス

ト

ゥ

ン

の

所
説
は

従

来
の

見
解
を

一

歩
前
逢
せ

し

め
た

も
の

と

し
て

注
目
さ

れ

る

が
､

そ
の

雷
香
は

と

も
か

く
ロ

ッ

ク

に

と
っ

て

の

問
題
状
況
は

少
く

と

も
よ

り
コ

ン

ク

リ
ー

ト

な

形
で

展
開
し

て

い

た

よ

う
で

あ

る
｡

前
節
で

お

よ

そ
の

オ

リ

エ

ツ

テ

ィ
シ

ョ

ン

を

行
っ

た

問
題
も
こ

の

こ

と

を

示
す
と

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

考
え

ら

れ

る
｡

即
ち
ク

ラ

ン

ス

ト
ゥ

ン

が

博
統
に

代
え

る

に

経
験
を

と

述

(

3
)

ぺ

た

場
合
ス

コ

ラ

的
侍
統
を

断
ち

切

る

意
味
で

の

近
代
自
然
哲
寧
的
自
然

観
お

よ

ぴ

そ
の

経
験
的
方
法
を

念
頭
に

お

い

て

い

る

よ

う
で

あ
る

｡

確
か

に
ロ

ブ

ク

の

思
想
形
成
に

お

け
る

経
験
論
的
要
素
と

近
代
自
然
哲
撃
と
の

関
連
に

注
目
し

た

場
合
そ

う
考
え

ら

れ
る

の

で

あ

る

が
､

一

般
的
に

自
然

科
学
の

論
理

な

り

方
法
な

り

が

人

文
科
挙
な
い

し

は

社
食
科

挙
の

そ

れ

ら

と

し
て

用
い

ら
れ

る

に

は
､

人

文
㌧

社
食
科
学
そ

れ

自
髄
と

し
て

の

問
題

状
況
が

ま
さ

に

そ

う
な

る

よ

う
に

展
開
し

て

お

ら

ね

ば

な

ら

な
い

｡

そ
こ

で
ロ

ッ

ク

の

場
合
に

も

彼
の

近
代
自
然
哲
学
的
知
識
が

ま
こ

と
に

深
い

も

の

で

あ
っ

た

に

せ

よ
､

そ

れ
が

人

間
あ

る

い

は

人
間
社
食
に

つ

い

て

の

思

考
に

生
か

さ

れ

る

た

め
に

は
､

ロ

γ

ク

の

そ

れ

ら

に

つ

い

て

の

問
題
意
識

に

そ

れ

を

要
請
す
る

も
の

が

な

け

れ

ば

な

ら

な
か
っ

た

わ

け
で

あ

る
｡

筆

者
は
こ

れ
こ

そ

彼
の

イ

ギ

リ
ス

革
命
に

封
す
る

姿
勢
で

は

な
か

っ

た

か

と

考
え
る

の

で

あ

る
｡

そ

し
て

こ

の

姿
勢
は

彼
の

心

情
が

t

→

P
ロ

空
ト

≡
t

監

p

ロ
ー

日
-

を

志
向
し

て

い

る

意
味
で

､

熱
狂
に

封
す
る

理

性

と

い

う
表
現

も

あ
り

得
よ

う
｡

し
か

し
こ

の

彼
の

理

性
的
態
度
は

､

単
に

抽
象
的
な
そ

れ

で

は

な

く

具
濃
化
さ

れ

て

い

く
｡

前
節
に

お

い

て

若
干
の

方
向
づ

け
を

行
っ

た

同
意
の

問
題
に

む

み

ら

れ
る

通
り

､

ロ

ァ

ク

は

そ
こ

に

お

い

て

近

代
的
権
利
意
識
を

鋭
く

含
む
が

神
秘
的
な

あ

る

い

は
エ

モ

ー

シ

ョ

■ナ
ル

な

訴
え
に

終
始
し

て

い

る
ピ

ュ

ア

リ
タ
ン

の

主
張
を

経
験
論
的
論
理

と

方

法

に

基
い

て

批
判
す
る
こ

と
に

よ
っ

て
､

理

性
的
態
度
を

具
髄
化
す
る

の

で

あ
る

｡

即
ち
こ

の

次
元
に

お
い

て

始
め

て

自
然
哲
学
的
要
素
が

宗

教
=

道

徳
､

政
治

､

社
食
問
題
に

生

か

さ

れ

る

の

で

あ

る
｡

さ

て

こ

の

よ

う
に

し
て

一

般
的
に

は

革
命
中
の

饅
験

､

特
殊
的
に

は
ピ

ュ

ア

リ

タ
ン

の

政
治
的

･

社
食
的
主
張
を

批
判
す
る

過
程
に

も

媒

介
さ

れ

つ

ゝ

ロ

γ

タ

の

初
期
思
想
特
に

生
得
性
批
判
論
が

形
成
せ

ら

れ

て

き

た

と

考
え
ら

れ

る

の

で

あ
っ

て

こ

の

問
題
意
識
が

強
烈
な
た

め

か

彼
の

初
期
思

想
に

お

い

て

は

理

論
的
不

整
合
あ

る

い

は

未
整
理
が

顕
著
で

あ

る
｡

ま

た

逆
に

そ

の

不

整

合
･

未
整
理
が

そ

の

間
題
意
識
の

あ

り

方
を

示

唆
し
て

い

る

と
も

い

え

よ

う
｡

と
こ

ろ

で

ロ

ッ

ク

の

生

得
性
批
判
が

こ

の

よ

う
な

立
ち

軋
わ

れ

方
を

し

た

と

す
る

な

ら

ば
､

そ
れ

は
.

ロ

γ

ク

の

生

得
性
批
判
全
髄
に

封
し
て

ど
の

よ

う
な

意
味
を

持
つ

で

あ

ろ

う
か

｡

最
後
に

こ

れ

に

つ

い

て

二
言

し
て

本

稿
を

結
び

た
い

｡

■
ク

レ

ア

グ

(

C

岩
g
叫
､

G
･

戸
)

に

し
て

も
､

ヨ

ル

ト
ン

(

吋
○
-

t

O

ロ

L
.

W
･

)

に

し
て

も
､

ロ

ッ

ク

の

生

得
性
批
判
の

革
命
的
意
義
を

強
調
し

て

い

(

4
)

∫

る
｡

ヨ

ル

ト
ン

は
ロ

ッ

ク

の

同
時
代
人
達
に

よ
っ

て

な

さ
れ
･
た

生

得
論
の

却
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展
開

-
そ

の

素
朴
な

形
態
と

そ
の

修
正

さ

れ

た

形
態

-
の

説
明
に

関

連
し
て

､

こ

の

説
の

社
食
的
機
能
を

｢

い

ず
れ
の

場
合
に

お
い

て

も
そ

れ

〔

生

得
説
〕

に

訴
え

る
こ

と
に

よ
っ

て
､

首
席
の

社
食
に

現
存
し

て

い

た

(

6
)

諸
債
値
を

擁
護
せ

ん

と

し
た

｡

+

と

述
べ

て

い

る
｡

確
か

に

こ

の

よ

う
に

機
能
し
て

い

た

生

得
論
を

批
列
し
た

と
い

う
意
味
で

の

革
新
性
を

｢

人

間

悟
性
論
+

は

培
い

う
る
で

あ

ろ

う
℃

し

か

し

前
述
の

ロ

ッ

ク

の

初
期
思
想

に

お

け
る

生

得
性
に

関
す
る

問
題
意

識
の

形
成
状
況
よ

り

す
れ

ほ
､

こ

れ

に

つ

い

て

些

か

付

言
せ

ら
れ

ね

ば

な

ら

ぬ

で

あ

ろ

う
｡

即
ち
王

政

復
古
前

後
の

ロ

ッ

ク

思
想
に

つ

い

て

は
､

既
存
の

社
食
的

諸

償

値
を

守

ろ

う

と

し
､

新
し
い

そ

れ

ら

を

批
判
せ

ん

と

し

た
の

は

む

し
ろ
ロ

ッ

ク

の

方
で

あ

っ

た

と
い

え

る
｡

た
ゞ

し

彼
は

そ

れ

を

新
し
い

基
盤
と

方
法
に

則
っ

て

そ

う
し
た

の

で

あ

る
｡

多
少
飛
躍
し

た

表
現
と

は

な
る

が
､

ピ

ュ

ア

リ
タ
ニ

ズ

の

自
然
概
念
が

俸
統
を

断
ち

切

る

こ

と
に

用
い

ら
れ

､

人
民
の

自
然
樺

の

主
張
に

向
か

わ

し

め
た

と

す
れ

ば
､

初
期
ロ

γ

ク

の

そ

れ

は

自
然
を

経

験
化
す
る
こ

と
に

よ
っ

て
､

俸
統
へ

の

新
し
い

仕
方
で

の

復
辟
を

企
て

た

(

6
)

と
も
い

え
よ

う
｡

(

7
)

し

か

し
こ

の

よ
ゝ

}

な

｢

絶
対
主
義
的
+

と
い

わ

れ

て

い

る
ロ

γ

ク

の

初

期
思
想
の

性
格
は

､

王

政
復
古
後
い

く

ば

く
も

経
ず
し

て

急
速
な

襲
化
を

(

8

)

み

せ
､

跡

熟
期
の

彼
の

金

属
想
に

み

ら

れ
る

い

わ

ゆ

る

ビ
U
C

打
i

呂
t

O

臼
e

が

明

白
に

あ

ら

わ
れ

て

く
る

｡

が

｢

人

間
悟
性
論
+

･

｢

統
治
論
+

･

｢

宗
教

的
寛
容
に

関
す
る

書
簡
+

を

書
い

た
ロ

ッ

ク

が
､

若
い

時
期
に

｢

自
然
法

論
+

･

｢

世
俗
権
力
論
+

を

も

書
い

た

と
い

う
こ

と

は
､

こ

れ

ら
の

啓
蒙
思

想
の

代
表
的
著
作
に

も

影
を

落
し
て

い

る
｡

即
ち
こ

れ

が

彼
の

思
想
の

二

元
性

･

妥
協
性

･

曖
昧
さ

と

屡
モ

い

わ

れ

る

も
の

の
一

因
で

は

な

か

ろ

う

か
｡(

1
)

G
O

亡

g
F
‥

0

9

0

芦
-

廿
p
.

-

ヨ

ー
一

誌
.

(

2
)

C
リ
P

ロ

賢
○

ロ
‥

O

p
.

〇

F
}

勺
p
一

会
)

ト
志
.

(

3
)

そ
の

地

平
が

深
く

､

神

と

人

間
に

関

す
る

諸

問
題
に

主

要
な

注

意

が

沸
わ

れ
､

自

然
は

比

較
的

無
成
さ

れ

て

い

た

中

世

哲
孝
=

神

単

に

封
し

､

賓
瞼

･

観

察
に

基

礎

を
お

い

て

合

理

的
に

思

惟
す
る

近

代

自
然

哲

畢
の

成

熟
に

伴
っ

て
､

哲

学
が

そ
の

硯
野
に

そ
の

よ

う
な

自

然

を

包

含
す
る

よ

う

に

な
る

､

こ

れ

が

哲
寧
の

近

代

化
で

あ

る

こ

と

は

斉
し

く

認
め

ら

れ

る

虞
で

あ
る

｡

従
っ

て

｢

宗

教
が

心

の

内
の

問

題
､

つ

ま

り

私

的
で

個
人

的

な

人

間
と

紳
に

終
始
す
る

こ

と

を

止

め

た

時
+

と
ヨ

ル

ー

ン

は

述
べ

て

い

る

｢

人

間

は

紳

を

自

然
の

内

に

見

出

し

始
め

た
｡

宗
教

は
は

ん

兼
な

も
の

で

な

く

な

り
､

よ

り

開
放

的

な

も
の

に

な

り
､

又

よ

り

理

性

的
な

も
の

に

な
っ

た
｡

も

し

紳
が

自

然
の

内

に

彼
自

身

を
お

い

て

い

る

と

し

た

ら
､

彼
の

法
と

命
令
が

心

の

内
に

書
き
こ

ま
る

べ

き

必

要
が

ど
こ

に

あ

ろ

う
｡

+

(

O

p

2 .

t
.

ら
p
.

畠
-
余
･

)

こ

の

意

味
で

近

代

自

然
哲

畢

的

自
然
観
が

ス

コ

ラ

的
俸
統

を

断
ち

切
っ

た
こ

と

は

肯
け

る
｡

C
汁

C
】

P

阜
G
.

芦
‖

→
F
e

S
e

諾
㌣

t

e

e

n
t

F

〔
①

ま
ロ
→

対

句

甲

N

u

N

-
N

$
.

(

4
)

こ

れ

ら
二

人
の

研

究

者
は

そ

の

主

要
な

注
意

を
､

そ

れ

卓
れ

些

か

異
っ

た

意

味
に

お

い

て

で

は

あ

る

が
､

宗

教
=

道

徳
の

分

野
に

排

っ

て

い

る
｡

ク

レ

ツ

グ

の

評

償
を

ま

と

め
れ

ば
､

お

よ

そ

次
の

よ

う

に

な

る
｡

→

十

七

世

紀

を

通
じ
て

宗

教
に

つ

い

て

の

主

要
な

著
作

家

は
､

紳

が

人

間
の

心

に

あ
る

拭
い

去
る

こ

と
の

出

来

な

い

虞

理

を

刻

み

つ

2 9 2



小

甘

･

( 9 3 ) 研 究 ノ
ー

ト

け
､

こ

れ

ら
の

観

念
の

う

ち
で

紳
そ

れ

自
身
の

存

在
の

確
資

性
が

最

も

明

白
か

つ

重

要
な

も
の

で

あ
る

､

と

い

う

確
信
を

持
ち

硬
け

､

+

こ

の

意

味
で

生

得
性
の

理

論
が

宗

教
･

道

徳
の

切

貴
な

課

題
と

し
て

登

場
し

て

い

た
の

で

あ
っ

た
｡

従
う

て

｢

宗
教
に

お

け

る

理

性
の

重

要

性
さ

を

確

認

す
る
+

だ

け

で

な

く
､

｢

理

性
の

働
き

を

明

ら
か

に

し
､

そ

れ
を

必

要
か

つ

不

可

避
な

も
の

の

ご

と

く

な

ら

し
め

た
+

ロ

ッ

ク

が

｢

そ
の

す
さ

ま

じ
さ

を

現

在
の

我
々

が

再
び

適
切

に

意

識
す
る

こ

と

が

困

難

な

ほ

ど
､

生

得
性
の

批
判

を

通
じ
て

昔
時
の

人
々

の

道

徳

的
･

宗

教
的
な

考

え

方
に

及

ぼ

し

た

影

尊
は

大

き

い
｡

(

C
り

a

的

g

■

0

9

0

F
〉

匂

ワ

ー

一

山

-
-

-

♪

-

-

γ
)

(

5
)

○

甲

○
-

t

こ

甲

い

ゃ

(

6
)

ダ
ン

ト

レ

ー

ダ
も

一

般
的

に

｢

自
然
+

概

念
の

二

面

性
､

即

ち

｢

慣

習
+

に

対
立

す
る

も
の

と

し

て

の

｢

自

然
+

､

｢

第
一

の

慣

習
+

に

ほ

か

な

ら

な
い

｢

自

然
+

､

を

指

摘
し

て

い

る
｡

(

C
f

.

q
E
n
t

㌫
･

d

d
払

}

A
.

吋
.

∴

Z
P
t

∈
･

巴

J
p

宅
-

A
ロ

ー

n
t

ウ
O

n

⊆
U

t
i

O

n

t

O

r
e

g

巴

吋

E
-

0

岩
℃

F

¥

F
O

日
d
.

-

況
-

一

久

保
正

幡

詳
七

頁
)

(

7
)

こ

の

昔
時
の

ロ

ッ

ク

の

｢

雁

封

主

義

的
+

傾

向
を

端

的
に

示

す

も

の

と

し
て

廣
モ

引

用
せ

ら

れ
る

の

は

本

稿

第
一

節
註

(

4
)

の
…

1 11

に

あ

げ
た

英

文
の

｢

世

俗

権

力

論
+

で

あ

る
｡

C
f

.

G
O
仁

g

F
‥

O

p
.

〇

声
-

句

中

-

3
-
-

∞

〇
.

C
→

P

ロ

賢
○

ロ
‥

O

p
.

2 .

t
.

も
F
い

E

賀
-

叫

勺
○
-

㌣

t
-

○
妨
.

(

8
)

こ

の

明

確
な

表
現

は

〓
ハ

六
七

年
の

｢

宗

教
的

寛
容
に

関

す
る

エ

γ

セ

イ
+

(

担
n

E
票
P

呵

口

○

ロ

.C
e

→
ロ
ー

ロ

叫

→
○
】

e

ゴ
p
t

}

○

ロ
)

に

み

ら

れ

る
｡

こ

れ

は

客
観
的

に

は

復
古

し
た

チ

ャ

ー

ル

ズ

の

政

府
が

ロ

ッ

ク

の

期

待
に

反

し
て

､

急

速
に

反

動
化

し
て

い

く

-
そ

の

政

策
的

表
現

が

六
一

年
か

ら

六

二

年
に

か

け
て

施
行
さ

れ

た

｢

ク

ラ

ラ

ン

ダ

ン

法
典
+

で

あ
る

一
社

合
的

現

茸
に

照

應

す
る

も
の

セ

あ
る

が
､

こ

の

寛
容

論

(

宗

教

論
=

政

治

論
)

を

軸
と

し

た
ロ

ッ

ク

の

思

想
の

蜃

展
を

圭

饅

的
に

明

確
に

跡
づ

け

ら

れ
て

い

な

い

の

が

現

状
で

あ

サ

ケ

ル

F

ス

る
｡

(

一

六

六
一

年

と

記

さ

れ

た
ロ

ブ

ク

の

備

忘

錬
に

｢

債

権
+

･

壬

ク

レ

】

シ

ア

●

｢

敦

曾
+

の

二

つ

の

記

載

事

項
が

あ

り
+

こ

れ

が

彼
の

寛
容

論
の

基

本

線

を

示

し
て

い

る

た

め
､

説
も

あ

る
｡

C
汁

G
O

仁

的

F

■

｢

王

政

復

古

と
ジ

ョ

ン

五

六

年

第
十
二

歌

所

収
)

こ

の

憂

化
を

こ

の

年
に

お

こ

う
と

す
る

O

p

O

芦
1

p
p
.

-

璧
T

-
-

∞

P

鈴

木

秀

勇

ブ

タ

の

倍

数

自

由

論
+

歴

史

教

育
一

九

(

一

橋
大

畢
大
学
院

畢
生
)
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