
〈
研

究

論

文

了
〉

ト

マ

ス

・
テ

イ
ラ

ー
に

お
け

る

プ

ロ
テ

ィ

ノ
ス
受

容
に

関

し

て

―
―
両
者
の
テ
ク
ス
ト
に
基
づ
く
比
較
考
察
―
―

三
　
宅
　
　
　
浩

序

ト
マ
ス
・
テ
イ
ラ
ー
（
Ｔ
ｈ
ｏ
ｍ
ａ
ｓ
　
Ｔ
ａ
ｙ
ｌ
ｏ
ｒ
，
　
１
７
５
８
-
１
８
３
５
)
は
、
古
代
ギ
リ
シ

ア

哲

学

を

産

業

革

命

下

の

英

国

に

お

い

て

翻

訳

、

お

よ

び

論

文

と

い

う

か

た

ち

で

紹

介

し

た

人

物

で

あ

る

。

テ

イ

ラ

ー

の

古

代

ギ

リ

シ

ア

哲

学

に

対

す

る

深

い

理

解

は

銘

記

す

べ

き

で

あ

る

が

、

そ

れ

は

、

新

プ

ラ

ト

ン

主

義

の

体

系

を

通

し

て

の

も

の

で

あ

っ

た

。

彼

は

若

い

時

期

か

ら

数

学

へ

の

関

心

に

誘

わ

れ

て

古

代

ギ

リ

シ

ア

の

知

恵

に

触

れ

、

ア

リ

ス

ト

テ

レ

ス

、

プ

ラ

ト

ン

を

学

ん

で

い

っ

た

。

そ

れ

か

ら

ま

も

な

く

、

い

わ

ゆ

る

古

代

ギ

リ

シ

ア

哲

学

を

、

あ

る

意

味

で

総

括

し

た

人

物

と

出

会

う

。

そ

の

人

物

が

プ

ロ

テ

ィ

ノ

ス

（
Ｐ
l
o
t
i
n
o
s
，
　
２
０
５
-
２
７
０
)
で
あ
る
。
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
は
オ
ル
ペ
ウ
ス
教
、
ピ
ュ

タ

ゴ

ラ

ス

か

ら

の

思

想

の

流

れ

を

汲

ん

だ

哲

学

を

語

っ

て

い

る

。

そ

し

て

こ

の
哲
学
が
プ
ロ
ク
ロ
ス
（
Ｐ
ｒ
ｏ
ｋ
ｌ
ｏ
ｓ
，
　
ｃ
ａ
．
　
４
１
０
-
４
８
５
)
に
よ
っ
て
集
大
成
さ
れ

る
こ
と

に
な
る
。

テ
イ
ラ
ー
は
プ

ロ
テ
ィ
ノ
ス
と
テ
ク
ス
ト
に
お

い
て
出
会

い
、
『
エ
ネ
デ
ス
』
に
お
け
る
半
数
の
論
文
（
二
十
七
編
）
を
英
訳
し
、

そ
の
お
の
お

の
の
論
文

に
テ
イ
ラ
ー
自
身
の
注
を
付
け
て

い
る
。

テ
イ
ラ

ー
は
在
世
当
時
、
英
国
に
お
け

る

ロ
マ
ン
派

の
詩
人
た
ち
に
、
少

な

か
ら

ぬ
影

響
を
与
え

た
。

そ
れ
ゆ
え
、
彼
を
通

し
て

プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
の
思

想
が
、
詩
人

た
ち
の
詩
作

の
有
力
な
源
泉
の
ひ
と
つ
と
な
り
え
た
、
と
と
ら

え

る
こ
と
が
で
き

る
。
し

た
が
っ
て
英
国

ロ
マ
ン
派
の
詩

人
た
ち
が
提
出
し

た
作
品

の
豊
か
さ
は
、
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
の
思
想
を
通
じ
て

の
も
の
だ
と
も
言

え
よ

う
。

そ
れ
ゆ
え
わ
れ
わ
れ
の
主
要
な
関
心
は
、
テ
イ
ラ
ー
が
ど
の
よ
う

に
プ

ロ
テ

ィ
ノ
ス
を
受

容
し
て

い
る

か
に
あ
る
。
そ
の
た
め
に
は
、
両
者
の

テ

ク
ス
ト
に
お
け

る
比
較

考
察
が
必
要
と
な
る
。
そ
こ
で

わ
れ
わ
れ

は
、
い

わ
ゆ
る
新
プ
ラ
ト
ン
主
義
思
想
の
根
幹
を
な
す
、
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
に
よ
る

『
エ
ネ

ア
デ
ス
』

と
ト
マ
ス

ー
テ
イ
ラ
ー

に
よ

る
「
プ
ラ

ト
ン
哲
学
者
の
誓



い
」
(
1
8
0
5
)
を
比
較
す
る
テ
ク
ス
ト
と
し
て
取
り
上
げ
る
。
後
者
は
テ
イ

ラ
ー
に
よ
る
小
論
で
、

い
わ
ゆ
る
新
プ

ラ
ト

ン
主
義
の
諸
原
理
を
示
す
宣
言

書
で

あ
る
。

プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
は
『
エ
ネ
ア
デ
ス
』
に
お
い
て
、
一
者
を
万
有
の
原
理
と

し
て
提
示
し
て

い
る
。
そ
の
一
者
を

テ
イ

ラ
ー
が
ど
の
よ
う
に
受
容
し
て

い

る
か
が

問
題
と

な
る
。
特

に
拙
論
で

は
、
テ
イ

ラ
ー
に
よ
る
一
者
受
容

の
よ

う
す

を
見
極

め
る
た
め

に
、
「
魂

の
一

者
と
の
合
一
」
と

い
う
事

態
に
絞

っ

て
考
察
す

る
。

な
ぜ
な
ら
、
こ

の
「
合
一
」
と

い
う
事
態
こ
そ
、

い
わ
ゆ

る

新
プ

ラ
ト
ン
主
義
の
思
想

に
お

い
て

、
人
間

の
魂
が

め
ざ
す
目
的
で
あ
り

、

わ
れ

わ
れ
に
と

っ
て
最
も
重
要

な
こ
と

だ
か
ら
で
あ

る
。

そ
の
た
め
に
ま
ず
わ
れ

わ
れ

は
、
上

に
提
示

し
た
テ

ク
ス
ト

か
ら
、

テ
イ

ラ
ー

に
よ

る
一
者
の
受

容
に
つ

い
て
概
観

し
、
特
に

「
魂

の
一

者
と

の

合

一
」

に
関
し
て

問
題
と

な
り
、
そ
れ

ゆ
え
留
意
す

べ
き
箇

所

を
指

摘
す

る

（
第
一
節
）。
そ
し
て
テ
イ

ラ
ー
に
よ

る
そ
の
記
述

内
容
が
。
プ

ロ
テ

ィ
ノ
ス

の

『
エ
ネ
ア
デ
ス
』

か
ら
、
ど
の
よ
う
な
反

映
を
受

け
て

い
る
か
を
考
察
す

る
た
め
に
、
『
エ
ネ
ア
デ
ス
』

に
お
い
て
、
特

に
テ
イ

ラ
ー
が
「
魂

の
一
者

と
の
合
一
」

を
理
解
す

る
う
え
で
、
重
要
と
思
わ
れ
る
四

編
を
通
し
て
、
各

論
文
の
内
容
を
整
理
す
る
（
第
二
節
）。
そ
れ
か
ら
、
そ
れ
ら
の
プ

ロ
テ
ィ

ノ

ス
に
よ
る
テ
ク

ス
ト
を

た
ど

っ
た
後

に
、

拙
論
の
（
第
一
節
）
で
指
摘

し
た

問
題
を
ど
の
よ
う
に
理
解
す
れ
ば
よ

い
か
を
、
同
節
で
わ
れ
わ
れ
が
ま
と

め

た
、
テ
イ
ラ
ー
の
一

者
受

容
に
関
す
る
文
章
を
交
え

て
考
察
す
る
。
こ
の
考

察
を
通
し
て

わ
れ
わ
れ

は
、
『
エ
ネ
ア
デ

ス
』

が
テ
イ
ラ

ー
の
テ

ク
ス
ト
へ

ど
の
よ
う
に
反

映
し
て
い
る
か
の
一
端
を
、
客
観
的
か
つ
具
体
的

に
検
討
す

る
こ
と
を
め
ざ
す
（
第
三
節
）
。
そ
し
て
、
拙
論
の
内

容
を
ま
と
め
る
と
と
も

に
、
今
後
の
課
題
を
示
す
こ
と
に
す
る
（
第
四
節
）。

以
上
の
考
察
を
通
し
て

、
ト
マ
ス
・
テ
イ

ラ
ー
に
お
け

る
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス

受
容
研
究
の
一
環
を
形
成
し
た
い
。

一
　

ト

マ

ス
・

テ

イ

ラ

ー

に
よ

る

一
者

受

容

と

留

意

す

べ
き

問

題

点

序
に
お
い
て
わ
れ

わ
れ
が
提
示

し
た
「
プ
ラ
ト
ン
哲
学
者
の
誓
い
」

に
お

い
て
、
テ
イ
ラ

ー
は
新
プ
ラ
ト
ン
主
義
の
存
在
論
的
体
系
の
要

点
を
と
ら
え

て

概
説
し
て

い
る
。
そ
の
文
章
は
二
十
二
の
条
文
か
ら
成

っ
て
い
る
。
そ

し

て

各
条

は
、
「
私

は
信
じ
る
」
と

い
う
文
句
で
書
き
出

さ
れ
て

い
る
。
そ

こ

に
お
い
て

、
一
者

を
原
理
と
し
て
、
知
性
、
魂
、
物
体
が
順
番

に
発
出
し
、

万
有
を
形

成
し
て

い
る
よ
う
す
が
語
ら
れ
て
い
る
。

そ
の
最
初
の
七
つ
の
条

に
お
い
て

、
一
者
が
主
題

的
に
語
ら
れ
て

い
る
。
以
下

に
そ
の
概
要
を
ま
と

め
る
。

第
一
条
か
ら
第
七
条
ま
で

は
、
万
有
の
原
理
に
つ

い
て
語
ら
れ
て

い

る
。
そ
れ
は
万
有
を
は
る
か
に
超
越
し
て
お
り
、
超

実
在
的

な
も
の
で

さ
え
あ
る
。
こ
の
言
語

に
絶
し

た
も

の
を
、
わ
れ
わ
れ
は
万
有

の
第
一

原
因
と
し
て
一
者
、
わ
れ
わ
れ
の
万
有
に
対
す
る
欲
求
の
究

極
の
も
の

と
し
て
善
な
る
も
の
、
と
呼
ぶ
べ
き
だ
ろ
う
。
そ
し
て

こ
の
一
者
が
、

自
身
の
直
後
の
も
の
（
知
性
）
を
、
自
身
に
類
似
し
た
も
の
と
し
て
産



み

出
す
。
そ
の
類
似
に
つ
い
て

、
火
か
ら
直
接
に
発
す
る
熱
、
お
よ
び

太
陽
に
お
け
る
本
質

的
な
光
と
そ
こ
か
ら
出
る
光
と
の
類
似
を
た
と
え

と
し
て
語

っ
て

い
る
（
第
一
条
か
ら
第
三
条
）。

一
者
か
ら
万
有

が
生
じ

る
。
万

有
は
固
有
の
異
に
よ
っ
て
増
加

す
る
。

そ
し
て
万

有
は
存
在
者
と
し
て

の
諸
原

理
を
持
つ
。
知
性
界

に
は
さ
ま

ざ
ま
な
も
の
の
原

理
が

あ
る
。

美
し
い
も
の
た
ち
に
は
美
の
原

理
が
あ

る
。
そ
し
て

、
そ
う
し

た
も

の
た
ち
は
そ
の
原

理
に
吊
り
下
げ
ら

れ
て

い
る
。
万

有
が

さ
ま
ざ
ま

な
原

理
を
持

つ
一
方
で

、
一
者

は
第
一
原
理

で

あ
り
、
万
有

に
先
立
つ
単
な

る
原
理
で

あ
る
。

そ
れ

は
多

か
ら
始

め

ら

れ
る
の
で

は
な
く
、
極
点
と
し
て
ひ

と
つ
の
単
子
と
な

る
べ
き
で
あ

り

、
諸
原
理
の
原
理
で
あ
る
。
一
者

か
ら
直
接
産
み
出
さ
れ
た
知
性
は
、

実
在
善

に
と
ど
ま
る
。
し
か
し
知
性
に
続
く
諸

々
の
魂
た
ち
は
、
実
在

善

か
ら
落
ち
、
そ
の
た
め
分
有

に
し
た
が

っ
た
善
し
か
所
有
し
て

い
な

い
（
第
四
条
か
ら
第
五
条
）。

万
有

は
一
者

に
因
果
的
に
内
在
し
て

い
る
。
す
な
わ
ち
一
者
は
万
有

か
ら
超
越
し
た
も
の
で
あ
り
、
あ
ら
ゆ
る
も
の

に
先
立
つ
も
の
で

あ
る
。

「
先

立
つ
」
と

は
、
他
を
隔
絶

し
た
超

越
を
示
し
、

数
が
単
子

に
お
い

て

、
円
が
中
心

に
お
い
て
示

さ
れ
る
よ
う

に
、
神
秘
的
に
存
在
し
て
い

る
。
こ

の
神
秘

は
、
万

有
が
存

在
す
る

と
い
う
神

秘

と
同
一
で

あ

る

（
第
六
条
）。

以
上
が
、
テ
イ
ラ
ー
が
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
か
ら
受
容
し
て
い
る
一
者
に
つ
い
て

の
記
述
で
あ
る
。
一
者
が
万
有
の
原
理
と
し
て
、
諸
存
在
者
が
そ
こ
か
ら
発

出

す

る
根

源

と

し

て

記

さ

れ

て

い

る
。

ま

た

一
者

か
ら

知

性

が
発

出

し

た
泌

に
、

魂

が

そ

れ

に

続

い

て

生

ず

る

こ

と

も

述

べ
ら

れ

て

い

る

。

そ

れ

か
ら

、

テ

イ

ラ

ー

は

自

身

の
記

述

に

お

い

て

。
「
魂

の

一

者

と

の

合

一
」

に

つ

い

で

述

べ

て

い

る
。

こ

の

「

合

一
」

は

い

わ
ゆ

る
新

プ

ラ

ト

ン
主

義

の
思

想

に

お

い

て

、

人

間

の

魂

の

目

的

で

あ

る
。

こ

の

「
合

一

」

こ

そ

、

一
者

に

つ

い
で

最

も

関

心

が

持

た

れ

る

こ

と

だ

と

言
え

よ

う
。

し

か

し

、

そ

の
次

第

は
ど

の

よ

う

に

な

っ
て

い

る

の

だ

ろ

う

か
。

テ

イ

ラ

ー
の

記

述

を

ま
と

め

る
と

次

の

よ

う

に

な

る
。

魂

は

一
者

と

の

合

一
を

め
ざ

す

。

魂

の

そ

の

た

め

の
出

産

は

言

語

に

絶

し

て

、

沈

黙

し

た
ま

ま

一

者

へ

の

共

感

を

通
し

て

な

さ

れ

る
。

魂

ぱ

一
者

を
一

言

語

に

絶

し

た
、

実

在

以

上

に

神
秘

的

な

も

の

と

し

て

と

ら

え

る
。

一

者

は

知

性

に

隠

さ

れ

て

い

る

（
第
七
条
）
。

「
魂

の

一

者

と

の

合

一

」

は

言

語

に

絶

し

た

で
き

ご

と

で

あ

り

、

神

秘
的

と

さ

え

言

い
う

る

、

と

テ

イ

ラ

ー

は

述

べ

て

い

る
。

そ

れ

ゆ

え

魂

に

と

っ
て

、

「
一
者
は
知
性
に
隠
さ
れ
て
い
る
」
と
彼
は
記
し
て
い
る
の
だ
、
と
も
考
え

ら

れ

る
。

し

か

し

、

そ

れ

だ

け

で

は

、

魂

が

ど

の
よ

う

に

し

て

一

者

と

「

合

一

」

す

る
か

は

不

明

の

ま

ま

で

あ

る

。

し

た

が

っ
て

わ

れ

わ

れ

は

こ

の
こ

と

に
関

す

る
記

述

を

、

具

体

的

に

『

エ
ネ

ア

デ

ス
』

か
ら

探

索

す

る

必
要

が

あ

る
。

こ

の

作

業

を

わ

れ

わ

れ

は

第
三

節

に

お

い
て

試

み

る

。

し

か
し

そ
の

前

に

第

二

節

に

お

い

て

、
「

魂

の

一

者

と

の

合

一

」

に

つ

い
て

重

要

と

思

わ

れ

る

プ

ロ
テ

ィ
ノ

ス

の

論

文

を

四

編

、
『

エ
ネ

ア

デ

ス
』

か
ら

選

抜

し

、

そ

の

各

論

文

の

概

要

を

ま
と

め

る

こ

と

に

す

る
。

な

ぜ

な

ら

、

そ

れ

ら

の

プ

ロ



テ

ィ

ノ

ス

に
よ

る
論

文

に

お

い
て

、

テ
イ

ラ

ー
が

プ

ロ

テ

ィ

ノ

ス

が
述

べ

る

「
魂

の

一
者

と

の
合

一
」

を

受

容

す

る
上

で

、
重

要

な

記

述

が

あ

る

と

思

わ

れ

る

か
ら

で

あ

る
。

ま

た

、

テ

イ

ラ

ー

の
文

章

と

プ

ロ

テ

ィ

ノ

ス

の
思

想

を

具

体
的

に
比

較

す

る
上

で

、

プ

ロ
テ

ィ

ノ

ス

に

よ

る
論

文

の
諸

特

徴

を

押

さ

え

る

こ
と

は
、

必
須

の

こ

と

で

あ

ろ

う

。
以

下

、

拙
論

に

お

い

て

取

り

扱

う

プ
ロ
ア
イ
ノ
ス
の
諸
論
文
に
つ
い
て
ま
と
め
る
。

二

「
魂

の

一

者

と

の

合

一

」

に

関

し

て

言

及

し

て

い
る
『
エ
ネ
ア
デ
ス
』
に
お
け
る
四
論
文

「
魂

の

一

者

と

の

合

一

」

に

つ

い
て

プ

ロ
テ

ィ

ノ

ス

が

主

題

的

に

論

じ

て

い

る
論

文

の

筆

頭

は

、
Ｅ
ｎ
ｎ
.
　
Ｖ
Ｉ

，　
９

，
　（
９
）
「
善

な

る
も

の

、

一

な

る

も

の

」

で

あ

る

。

ま

ず

、

こ

の

論

文

に

絞

っ
て

、

以

下

に

そ

の

概

要

を

記

す

。

プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
に
よ
る
こ
の
論
文
は
、
第
一
節
で
「
一
」
で
あ
る
こ
と
が

も

の
を

存

在

者

と

し

て

存

在

さ

せ

る
根

源

で

あ

る
こ

と

を

説

き

、
第

二
節

で

、

一
者

に
続

く

知

性

が

直

知
作

用

と
直

知

対

象

を

持

つ

「
二
」

で

あ

る

こ

と

を

示

し

て

い

る
。

そ

し

て

第

三
節

か
ら

、

第
三

の
も

の
で

あ

る

魂

が

、

一

者

に

帰
還

し

始

め
て

い

る

よ

う
す

が

述

べ
ら

れ
て

い

る
。

そ

れ

に

よ

れ

ば

、

魂

の

役
割

は

知
性

界

か

ら
受

け

取

っ
た
も

の

に

よ

っ
て

感

性

界

を

形

成

し

管

理

す

る

こ
と

で

あ

り

、

魂

の

目

的

は

一
者

へ

と

合

一
す

る

こ

と
で

あ

る

。

そ

の

た

め

に
、

魂

は

知

性
界

に

上
昇

す

る
。

第

四
節

で

は
、

一

者

の

あ

り

よ

う

が

記

さ
れ

て

お
り

、

一

者

が

存

在

者

以

前

の

も

の

で

あ
り

、

万

有

に

臨

在

し

な

が

ら

分

離
し

て

い

る

と

説

か

れ

て

い
る

。

そ

れ

ゆ

え

、

一

者

と

合

一
す

る
こ

と

を

め

ざ

す

魂

は

、

自

身

が

持

っ

て

い

る

あ

ら

ゆ

る

も

の

（

多

）

を

捨

て

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

第

五

節

で

は

、

万

有

か

ら

超

越

し

た

一

者

の

あ

り

よ

う

が

語

ら

れ

て

お

り

、

第

六

節

で

は

、

一

者

の

特

性

が

語

ら

れ

て

お

り

、

一

者

は

力

と

し

て

不

可

分

で

あ

り

、

自

足

し

た

も

の

で

あ

る

と

い

う

。

第

七

節

で

は

、

魂

が

一

者

と

合

一

す

る

た

め

の

条

件

が

述

べ

ら

れ

て

い

る

。

そ

の

た

め

に

、

魂

は

知

性

に

由

来

す

る

あ

ら

ゆ

る

形

相

を

捨

て

、

無

知

に

な

る

こ

と

が

必

要

と

な

る

。

第

八

節

で

は

、

魂

が

一

者

と

合

一

す

る

こ

と

の

意

義

（

そ

の

Ｉ

）

が

述

べ

ら

れ

て

い

る

。

こ

の

「

合

一

」

と

い

う

事

態

は

、

知

性

の

作

用

よ

り

重

要

で

あ

る

と

い

う

。

な

ぜ

な

ら

、

知

性

に

お

い

て

、

直

知

作

用

と

直

知

対

象

は

「

二

」

と

し

て

あ

る

が

、

「

合

一

」

に

お

い

て

、

魂

は

一

者

と

「

一

」

に

な

る

か

ら

で

あ

る

。

第

九

節

に

お

い

て

、

一

者

は

魂

が

欲

す

る

究

極

の

対

象

で

あ

る

こ

と

が

述

べ

ら

れ

て

い

る

。

そ

し

て

、

拙

論

の

〔

第

一

節

〕

に

あ

る

よ

う

に

、

一

者

は

無

尽

の

光

を

放

つ

太

陽

に

た

と

え

ら

れ

て

い

る

。

要

す

る

に

、

一

者

は

魂

の

始

原

か

つ

終

極

な

の

で

あ

る

。

第

一

〇

節

で

は

、

魂

が

一

者

と

合

一

す

る

こ

と

の

意

義

（

そ

の

二

）

が

示

さ

れ

て

い

る

。

こ

の

「

合

一

」

と

い

う

事

態

は

、

魂

に

お

け

る

理

性

の

働

き

を

超

え

た

、

論

理

以

上

の

で

き

ご

と

だ

と

い

う

。

第

一

一

節

に

は

、

一

者

と

の

合

一

に

お

け

る

魂

の

状

態

が

述

べ

ら

れ

て

い

る

。

そ

の

記

述

に

よ

れ

ば

、

魂

は

一

つ

の

恍

惚

、

忘

我

の

状

態

で

一

者

と

合

一

す

る

と

い

う

よ

う

に

受

け

取

ら

れ

る

。

以

下

、

残

り

の

三

論

文

お

の

お

の

の

特

徴

と

い

う

点

に

着

目

し

て

、

そ

の

概

要

を

ま

と

め

る

。

Ｅ
ｎ

ｎ
.
　

Ｖ
,

　
Ｉ

，
　
（

１
０
）

「

三

つ

の

原

理

的

な

も

の

に

つ

い



て

」

で

は

、

一

者

、

知

性

、

魂

と

い

う

三

者

の

関

係

に

つ

い

て

論

じ

ら

れ

て

い

る

。

魂

の

成

立

に

お

い

て

宇

宙

霊

魂

と

並

ん

で

、

人

間

の

魂

で

あ

る

個

霊

は

特

に

、

自

己

自

身

を

知

る

真

の

自

己

探

求

と

し

て

。

感

性

界

に

あ

る

自

己

の

あ

り

よ

う

か

ら

転

向

を

し

て

、

一

者

へ

向

か

う

と

い

う

。

そ

こ

で

、

万

有

の

根

源

で

あ

る

一

者

は

、

い

わ

ば

無

で

あ

る

、

と

受

け

取

ら

れ

う

る

。

魂

は

知

性

か

ら

生

じ

た

三

番

目

の

も

の

で

あ

り

、

知

性

の

外

に

あ

る

諸

存

在

者

と

と

も

に

、

そ

こ

か

ら

吊

り

下

げ

ら

れ

て

い

る

と

も

述

べ

ら

れ

て

い

る

。

Ｅ
ｎ
ｎ
．
　
Ｖ
，
　
５
，
（
3
2
）
「
ヌ
ー
ス
の
対
象
は
ヌ
ー
ス
の
外
に
あ
る
の
で
は
な

い

こ

と

、

お

よ

び

善

者

に

つ

い

て

」

に

お

い

て

、

万

有

の

根

源

が

一

者

で

あ

る

こ

と

が

、

さ

ま

ざ

ま

な

角

度

か

ら

論

じ

ら

れ

て

い

る

。

こ

の

論

文

で

は

一

者

は

、

第

一

の

神

、

無

尽

の

力

、

言

語

に

絶

し

た

も

の

、

数

と

し

て

の

一

の

根

源

、

万

有

を

包

含

す

る

も

の

と

し

て

説

明

さ

れ

て

い

る

。

だ

が

そ

の

う

え

特

に

一

者

は

、

他

の

存

在

者

と

共

通

す

る

こ

と

の

な

い

、

別

な

も

の

だ

と

説

か

れ

て

い

る

。

E
n
n
.
 
V
.
3
（
4
9
）
「
認
識
す
る
諸
存
在
と
そ
の
か
な
た
の
も
の
に
つ
い

て

」

で

は

、

一

者

と

知

性

の

差

異

を

述

べ

、

魂

を

一

者

と

の

合

一

へ

と

導

い

て

い

る

。

魂

は

知

性

界

に

上

昇

し

て

知

性

に

な

る

。

第

一

〇

節

に

お

い

て

、

そ

う

し

た

知

性

は

、

一

者

が

な

に

で

な

い

か

を

考

察

す

る

こ

と

が

必

要

と

な

る

。

あ

る

意

味

で

、

絶

対

否

定

と

も

言

い

う

る

過

程

の

後

、

魂

は

知

性

を

通

し

て

一

者

に

触

れ

る

、

と

記

さ

れ

て

い

る

。

以

上

、

『

エ

ネ

ア

デ

ス

』

に

お

け

る

四

論

文

に

お

け

る

記

述

に

基

づ

い

て

、

第
一
節
に
お
い
て
問
題
と
な
っ
た
箇
所
の
考
察
を
、
以
下
の
第
三
節
に
お
い

て

行

う

。

三

「

魂

の

一

者

と

の

合

一

」

を

め

ぐ

る

問

題

点

第

一

節

に

お

い

て

す

で

に

、

拙

論

で

取

り

上

げ

た

テ

イ

ラ

ー

の

文

章

に

お

い

て

、

「

魂

の

一

者

と

の

合

一

」

に

関

し

て

、

留

意

す

べ

き

箇

所

を

指

摘

し

て

お

い

た

。

魂

は

一

者

と

の

「

合

一

」

を

め

ざ

す

。

し

か

し

テ

イ

ラ

ー

は

、

「

一

者

は

知

性

に

隠

さ

れ

て

い

る

」

と

記

し

て

い

る

。

そ

う

だ

と

す

る

と

、

魂

が

一

者

と

の

合

一

を

い

く

ら

め

ざ

し

て

知

性

と

な

っ

て

も

、

一

者

の

所

在

は

分

か

ら

な

い

こ

と

に

な

る

。

こ

こ

に

は

ア

ポ

リ

ア

が

あ

る

。

な

ぜ

な

ら

、

魂

は

自

身

で

見

い

だ

せ

な

い

も

の

と

合

一

す

る

、

と

い

う

こ

と

に

な

る

か

ら

で

あ

る

。

こ

れ

は

矛

盾

し

た

事

態

だ

と

も

言

い

う

る

。

そ

れ

ゆ

え

わ

れ

わ

れ

に

は

、

「

魂

の

一

者

と

の

合

一

」

の

直

接

の

契

機

と

思

わ

れ

る

記

述

を

、

前

節

で

取

り

上

げ

た

プ

ニ

ア

イ

ノ

ス

の

四

論

文

の

中

か

ら

見

い

だ

す

必

要

が

あ

る

。

そ

れ

に

よ

っ

て

、

上

に

挙

げ

た

「

魂

の

一

者

と

の

合

一

」

と

い

う

局

面

で

生

じ

る

ア

ポ

リ

ア

を

解

決

の

方

向

へ

導

き

た

い

と

思

う

。

ま

ず

、

万

有

の

根

源

で

あ

る

一

者

を

、

ど

の

よ

う

に

プ

ロ

テ

ィ

ノ

ス

は

と

ら

え

て

い

る

の

だ

ろ

う

か

。

彼

は

そ

の

記

述

を

、

特

に

プ

ラ

ト

ン

か

ら

引

用

し

て

い

る

。

「

知

性

の

原

因

と

な

る

も

の

は

…

…

実

在

を

越

え

て

い

る

（
『

国

家

』

[
Ⅵ
　
5
0
9
 
b
c
]
)
。
」

実

在

で

あ

る

知

性

の

彼

方

に

、

一

者

は

存

す

る

。

わ

れ

わ

れ

が

拙

論

の

第

一

節

で

示

し

た

よ

う

に

、

そ

の

よ

う

す

を

テ

イ

ラ

ー

は

次

の

よ

う

に

ま

と

め

て



い

る
。

そ

れ

は
万

有

を

は

る

か

に
超

越

し

て

お
り

、

超

実

在

的

な
も

の
で

さ

え

あ

る
。

こ
こ

に

は

一
者

が
万

有

の
根

源

か
つ

原

理

で

あ

り

、

万

有

を

超

越

し

て

い
る

よ
う

す

が

述

べ
ら

れ

て

い

る
。

そ

れ

で

は

、
「

一

者
」

は

万

有

に

対

し

て

、

ど

の
よ

う

な

あ

り

よ
う

を

し

て

い
る

の
だ

ろ

う

か
。

前
節
で
見
た
よ
う
に
、
Ｅ
ｎ
ｎ
.
　
Ⅵ
，
　
９
，
　
（
９
）
の
第
四
節
で
は
、
一
者
の
あ

り

よ

う

が

記

さ

れ

て

い

る
。

そ

こ

で

は
、

魂

が

合

一

へ

向

か

う

一

者

が

、

「
万

有

に

臨

在

し

な

が

ら

分

離

し

て

い

る
」

と

い

う

よ

う

に

プ

ロ

テ

ィ

ノ

ス

は
述

べ

て

い

る
。

し

か
し

そ

の

言

い

方

で

は

、

人

間

の
魂

を

含

ん

で

い

る
万

有

と

は

、

矛

盾

し

た

一

者

の

あ

り

よ

う

を

伝

え

る
だ

け

で

あ

る
。

そ

れ

ゆ

え

わ

れ

わ

れ

に

よ

っ
て

一

者

は

、

整

然

と

も

の

を

と

ら

え

よ

う

と

す

る

理

性

に

よ

っ
て

は

、

と

ら

え

ら

れ

る

も

の

で

は

な

い
こ

と

に
な

る
。

そ

れ

ゆ

え

、

い

か

な

る

も

の

も

、

直

接

に

は

一

者

に

至

れ

な

い
こ

と

が

分

か
り

得

よ

う

。

そ

れ

ゆ

え

、

テ

イ

ラ
ー

に
よ

る

「
一

者

は

知

性

に
隠

さ

れ

て

い

る
」

と

述

べ

て

い
る

の

だ

ろ

う

。

そ

れ

で

も

、

魂

は

「

一
者

と

の
合

一
」

を

め
ざ

す

。

な

ぜ

な

ら

、

そ

れ

が

人

間

の

魂

の

、

す

な

わ

ち

個

霊

の
目

的

だ

か
ら

で

あ

る
。

こ

の

「
合

一

」

に

お

け

る

魂

と

一

者

と

の

関

係

に

は

、

あ

る
意

味

で

弁

証

法

的

な

契

機

が

必

要

だ

と

言

え

る

。

そ

れ

で

は

、
「
魂

の

一

者

と

の
合

一
」

と

い

う

事

態

を

、

プ

ロ

テ

ィ

ノ

ス

は
ど
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
同
論
文
、
Ｅ
ｎ
ｎ
.
　
Ⅵ
，
　
９
，
　
（
９
）
’

第
一
〇
節
の
記
述
か
ら
見
て
み
よ
う
。
「
こ
の
『
合
一
』
と
い
う
事
態
は
、

魂

に

お
け

る
理

性

の
働

き

を

越

え

た

、

論

理
以

上

の
で

き

ご

と

」

だ

と

い
う

。

し

た
が

っ
て

あ

る
意

味

で

は

、

い

か

な

る

造

作

を

加
え

て

も

、

魂

は

「
一
者

と

の
合

一
」

に

は
至

れ

な

い
と

さ

え

言

い

う

る
。

そ
れ

ゆ

え

、

魂

に

と

っ
て

「
一
者

と

の

合

一
」

は
、

知

性

か

ら

獲

得

し

て

い

る

あ

ら

ゆ

る
も

の
、

す

な

わ

ち
、
「
多

を
捨

て

な
け

れ

ば

な

ら

な

い
」

の

で

あ

る
。

一
者

は

「
多

」

で

は

な
く

「
一
」

で

あ

る
。

そ

の

よ

う
す

を
以

下

に
引

用

す

る
プ

ロ
テ

ィ

ノ

ス

に

よ

る
文

章

が

語

っ
て

い
る

。

「
と

も

す

れ

ば

、

一

者

と

い

う

名
も

多

に
向

け

て

打

ち

勝

る

状
態

で

あ

る
と

い
う

こ

と

か
も

し

れ

な

い
。
」

こ

の
こ

と

は
、

万

有

の
根

源

と

な

る

一
者

が

、
「
多

」

で

あ

る

知

性

を

否

定

す

る

呼

称

だ

、

と

い
う

こ
と

で

あ

ろ

う

。

ま

た
そ

れ

ゆ

え

、
す

で

に
同

論

文

の
第

八
節

で

記

さ

れ

て

い

る

よ

う

に

、
「
魂

の

一
者

と

の

合

一

」

は

「
知

性

の
作

用

よ
り

重

要

」

な

の

で
あ

る
。

知

性

に
導

か
れ

る

か

た

ち
で

、

人

間

の
魂

は
活

動

す

る
。

知

性

こ

そ
、

直
接

に
魂

を
産

み

出

し

た

も

の
で

あ

る
。

し

か
し

魂

は
、

そ

の
知

性

を

超
え

て

、

そ

の
根

源

の

一
者

に

ま
で

至

ろ

う

と

す

る
。

し

か
し

、

そ

の
過

程

に

は
、

先

述

し

た
よ

う

に
、

い

わ

ゆ

る
弁

証

法

的

な

契

機

が

必

要

と

な

る

の

で
あ

る
。

そ

れ

で

は
次

に
、
「
魂

の

一

者

と

の

合

一
」

に

至

る
経

過

を

、
実

際

に

た

ど
っ
て
み
ょ
う
。
同
論
文
（
Ｅ
ｎ
ｎ
.
　
Ⅵ
，
　
９
，
　
（
９
）
）
の
第
七
節
で
は
、
魂
が
ど
の

よ

う

に

な

れ

ば

、

一
者

と

合

一
が

可

能

に
な

る
か

、

に

つ

い
て

記

さ

れ

て

い

る

。

そ

こ

で

は

プ

ロ
テ

ィ

ノ

ス

は
、

魂

は

あ

ら

ゆ

る

形

相

を
捨

て

、

無

知

に

な

る
こ

と

が

必

要

と

な

る
。

そ

れ

か
ら

い
わ

ゆ

る

脱

魂

状
態

に

お

い
て

、

魂



は

一

者

と

「
合

一

」

す

る

。

そ

の

と

き

初

め

て

、
「
魂

は

自

己

の

真

の

出

自

を

知

る

」

よ

う

に

な

る

と

い

う

。

魂

は

、

上

述

し

た

よ

う

に

、
「
多

」

で

あ

る

知

性

を

捨

て

る

。

す

な

わ

ち

知

性

に

属

す

る

あ

ら

ゆ

る

あ

ら

ゆ

る

形

相

を

捨

て

去

る

。

そ

れ

ゆ

え

脱

魂

状

態

に

な

る

。

そ

の

よ

う

す

を

以

下

の

プ

ロ

テ

ィ

ノ

ス

か

ら

の

引

用

か

ら

見

て

み

よ

う

。
「
…

…

な

ぜ

な

ら

知

性

の

力

を

通

し

て

感

知

す

る

と

い

う

こ

と

は

、

他

方

で

知

性

を

捨

て

る

よ

う

な

こ

と

だ

か

ら

で

あ

る

。
」

そ

れ

ゆ

え

、

魂

は

知

性

を

欠

い

た

、
「
無

知

」

の

状

態

で

、
「

一

者

と

の

合

一

」

を

め

ざ

す

の

で

あ

る

。

つ

ま

り

、

魂

は

理

性

的

な

部

分

か

ら

知

性

を

通

し

て

、

か

つ

、

知

性

を

否

定

し

て

、
「

一

者

と

合

一

」

す

る

の

だ

、

と

言

う

こ

と

が

で

き

る

。
「

一

者

と

の

合

一

」

を

め

ざ

す

魂

は

知

性

と

な

る

。

知

性

は

魂

に

と

っ
て

一

者

へ

の

通

路

で

あ

る

。

し

か

し

魂

は

知

性

を

否

定

し

な

け

れ

ば

、

一

者

に

は

至

れ

な

い

。

知

性

は

魂

に

と

っ
て

、

一

者

に

至

る

た

め

の

否

定

的

な

媒

介

と

な

る

。

し

か

し

否

定

的

な

媒

介

と

な

る

知

性

と

は

、

ど

の

よ

う

な

知

性

な

の

だ

ろ

う

か

。

「

だ

が

こ

の

と

き

、

そ

こ

に

い

る

の

は

知

性

な

の

で

、

知

性

は

一

者

を

眺

め

る

と

き

、

自

身

の

非

知

性

的

な

部

分

で

眺

め

る

の

で

あ

る

。
」

魂

は

知

性

と

な

っ

て

、

知

性

の

非

知

性

的

な

部

分

、

す

な

わ

ち

純

粋

知

性

を

通

し

て

、

一
者

に

至

る

の

だ

、

と

と

ら

え

る

こ

と

が

で

き

よ

う

。

と

す

れ

ば

、

一

者

と

の

合

一

を

め

ざ

す

魂

に

と

っ

て

、

否

定

的

な

媒

介

と

し

て

作

用

す

る

知

性

は

、

純

粋

知

性

で

あ

る

こ

と

に

な

る

。

こ

の

純

粋

知

性

と

は

、

知

性

の

原

因

者

で

あ

る

。

知

性

に

お

い

て

「

無

知

」

に

な

っ

た

魂

は

、

こ

の

純

粋

知

性

を

通

し

て

一

者

に

至

る

。

そ

の

こ

と

に

関

し

て

、

以

下

の

引

用

で

当

節

を

終

え

よ

う

。

「

そ

れ

で

は

、

ど

う

す

れ

ば

魂

が

一

者

を

見

る

こ

と

が

生

じ

る

の

だ

ろ

う

か

。

万

有

を

取

り

去

れ

。

」

四
　

結

論

と

今

後

の

課

題

わ
れ
わ
れ
は
第
一
節
に
お
い
て
、
ト
マ
ス
・
テ
イ
ラ
ー
に
よ
る
「
プ
ラ
ト

ン

哲

学

者

の

誓

い

」

を

取

り

上

げ

、

テ

イ

ラ

ー

が

ど

の

よ

う

に

い

わ

ゆ

る

新

プ

ラ

ト

ン

主

義

の

原

理

で

あ

る

一

者

を

受

容

し

て

い

る

か

を

ま

と

め

た

。

第

二

節

で

は

プ

ロ

テ

ィ

ノ

ス

に

よ

る

四

論

文

を

取

り

上

げ

、

そ

こ

に

お

い

て

、

一

者

を

考

察

し

た

。

第

三

節

で

は

、

テ

イ

ラ

ー

の

テ

ク

ス

ト

に

お

け

る

「

一

者

は

知

性

に

隠

さ

れ

て

い

る

」

と

は

ど

う

い

う

意

味

か

？
　

と

い

う

問

題

提

起
の
も
と
に
、
魂
の
一
者
と
の
合
一
に
お
け
る
実
状
に
迫
り
、
ト
マ
ス
・
テ

イ

ラ

ー

に

よ

る

プ

ロ

テ

ィ

ノ

ス

受

容

の

一

端

を

考

察

し

た

。

今

後

わ

れ

わ

れ

は

原

理

的

な

美

を

通

し

て

、

一

者

に

関

す

る

考

察

を

さ

ら

深

め

た

い

と

思

う

。

な

ぜ

な

ら

、

テ

イ

ラ

ー

が

一

者

に

人

を

導

く

糸

口

と

し

て

美

を

取

り

扱

っ

て

い

る

か

ら

で

あ

る

。

同

時

に

、

そ

の

思

想

が

、

英

国

口

マ

ン

派

の

詩

人

た

ち

に

少

な

か

ら

ぬ

影

響

を

与

え

た

、

当

の

も

の

と

考

え

ら

れ

る

か

ら

で

あ

る

。

（
１
）
　
”
Ｂ
ｉ
ｏ
ｇ
ｒ
ａ
ｐ
ｈ
ｉ
ｃ
ａ
ｌ
　
Ａ
ｃ
ｃ
ｏ
ｕ
ｎ
ｔ
ｓ
 
ｏ
ｆ
　
Ｔ
ｈ
ｏ
ｍ
ａ
ｓ
　
Ｔ
ａ
ｙ
ｌ
ｏ
ｒ
"
,
　
ｉ
ｎ
　
Ｃ
ａ
ｔ
ｈ
ｌ
ｅ
ｅ
ｎ



Ｒ

ａ

ｉ
ｎ

ｅ

 

ａ

ｎ

ｄ

　

Ｇ

ｅ

ｏ

ｒ
ｇ

ｅ

 

Ｍ

ｉ
ｌ
ｌｓ

　

Ｈ

ａ

ｒ
ｐ

ｅ
ｒ
（

ｅ

ｄ
.

）
,　

Ｔ

ｈ
ｏ
ｍ

ａ
ｓ

　

Ｔ

ａ
ｙ

ｌｏ
ｒ

 

Ｔ

ｈ
ｅ

Ｐ
ｌ
ａ
ｔ
o
m
ｓ
ｔ
,
　
Ｐ
ｒ
ｉ
ｎ
ｃ
ｅ
ｔ
ｏ
ｎ
:
　
Ｐ
ｒ
ｉ
ｎ
ｃ
ｅ
ｔ
ｏ
ｎ
 
Ｕ
ｎ
ｉ
ｖ
ｅ
ｒ
ｓ
ｉ
ｔ
ｙ
　
Ｐ
ｒ
ｅ
ｓ
ｓ
,
　
１
９
６
９
.
 
ｐ
ｐ
,

１
0
６
-
１
１
３

．

（

２

）

ｒ

ｌｏ

ｔ
ｉ
ｎ
ｕ

ｓ
.
 

Ｔ

ａ

ｙ

ｌｏ

ｒ
,
 

Ｔ

ｈ
ｏ

ｍ

ａ
ｓ
（

ｔ
ｒ
ｓ
.

）
, 

Ｃ
ｏ

ｌ
ｌｅ
ｃ

ｔ
ｅ

ｄ

 

Ｗ

ｒ

ｉ
ｔ
ｉｎ

ｇ

ｓ

Ｐ

ｒ
ｏ

ｔ
ｉｎ

ｕ

ｓ
,
　

Ｆ

ｒ
ｏ
ｍ

ｅ

　
：
　
Ｔ

ｈ
ｅ

　

Ｐ
ｒ
ｏ

ｍ

ｅ

ｔ
ｈ
ｅ

ｕ

ｓ

　
Ｔ

ｒ

ｕ
ｓ

ｔ
,
　

１
９

９
４
,

（

３

）
　

Ｒ

ａ

ｉ
ｎ

ｅ

　
＆

　
Ｈ

ａ

ｒ
ｐ

ｅ
ｒ

，
　
ｏ

ｐ
.

　
ｃ

ｉ
ｔ
.
,

　
ｐ

ｐ
.

　

３
-

４
８
.

（

４

）
　

ｉ
ｂ

ｉ
ｄ
,
　
ｐ

ｐ
.

　

４
３

７
-

４
４

５
.
　
"

Ｔ

ｈ
ｅ

　

Ｐ

ｌａ

ｔ
ｏ
ｎ

ｉ
ｃ

　

Ｐ

ｈ

ｉ
ｌ
ｏ
ｓ
ｏ

ｐ

ｈ
ｅ

ｒ
,ｓ

　
Ｃ

ｒ
ｅ
ｅ

ｄ
"

原

文

は

Ｍ
ｉ
ｓ
ｃ
ｅ
ｌ
ｌ
ａ
ｎ
ｉ
ｅ
ｓ
　
ｉ
ｎ
　
Ｐ
ｒ
ｏ
ｓ
ｅ
　
ａ
ｎ
ｄ
　
Ｖ
ｅ
ｒ
ｓ
ｅ
（
1
0
8
5
）
に
収
録
。

（
５
）
ｉ
ｉ
ｂ
ｉ
ｄ
.
,
　
ｐ
,
　
４
４
０
.
原
文
で
は
一
者
が
"
…
…
ａ
ｎ
ｄ
　
ｃ
ｏ
ｎ
ｃ
ｅ
ａ
ｌ
ｅ
ｄ
　
ｉ
ｎ
　
ｉ
ｔ
ｓ
　
ｆ
ｉ
ｒ
ｓ
ｔ

ｐ

ｒ
ｏ

ｇ

ｅ
ｎ

ｙ
,

　
ｔ
ｈ
ｅ

　
Ｉ
ｎ

ｔ
ｅ

ｌ
ｌｅ
ｇ

ｉ
ｂ
ｌ
ｅ

　
ｇ

ｏ

ｅ
ｓ
.
"

と

記

さ

れ

て

い

る

。

（

６

）
　

底

本

は

、

以

下

の

通

り

で

あ

る

。

Ｐ

ａ
ｕ

ｌ
　

Ｈ

ｅ
ｎ

ｒ
ｙ

．
　

Ｈ

ａ

ｎ
ｓ
-

Ｒ

ｕ

ｄ
ｏ

ｌ
ｆ

Ｓ
ｃ

ｈ
w

ｙ
ｚ

ｅ
ｒ
（

ｅ

ｄ
.
）
｡　

Ｐ

Ｌ

Ｏ

Ｔ

Ｉ
Ｎ

ｌ

　

Ｏ

ｐ

ｅ
ｒ
ａ
.

　

Ｔ

ｏ
ｍ

ｖ
ｓ

Ｄ
,

　

Ｅ
ｎ

ｎ

ｅ

ａ

ｄ
ｅ

ｓ

 

ＩＶ
-

Ｖ
,

Ｔ

０

∃

ｖ
ｓ

ｍ
.

　

Ｅ

ｎ

ｎ

ｅ
ａ

ｄ
ｅ
ｓ

Ｖ
Ｉ
,
　

Ｃ

ｌａ

ｒ
ｅ

ｎ

ｄ

ｏ
ｎ

：

　

Ｏ

ｘ

ｆ
ｏ

ｒ

ｄ

　

Ｕ

ｎ

ｉｖ

ｅ
ｒ

ｓ

ｉ
ｔ
ｙ

　

Ｐ

ｒ
ｅ
ｓ
ｓ
,

１
９

７
７

　
＆

　

１
９
８

３
.

（

７

）
　

Ｅ

ｎ

ｎ
.

　

Ｖ
Ｉ
,
　

９

　（

９

）
，

　

４
,
　

２
４
-

２

５
.

（

８

）
　

一
ｂ

ｉ
ｄ
.

，
　
４

，
　
３

３
-

３

４
.

（

９

）
　

本

論

、

第

一

節

参

照

。

（
1
0

）
　

ｉ
ｂ

ｉ
ｄ
.
,
　
６
,
　

９
.

（
1
1
）
　
ｉ
ｂ
ｉ
ｄ

．
, 　

６
,
　

１
７
.

（

1 2

）

ｉ
ｂ

ｉ
ｄ
.
,
　
７
,
　

１
４
.

（
1
3

）
　

ｉ
ｂ

ｉ
ｄ
.
,
　

７
，
　

１
８
-

１
９
.

（
1
4

）
　

ｉ
ｂ

ｉ
ｄ

．
，

　
８

，
　

２
７
-

２

８
.

（
1
5

）
　

ｉ
ｂ

ｉ
ｄ
.

，
　
８
,
　
２

６
-

２

７
.

（
1
6

）
　

ｉ
ｂ

ｉ
ｄ
.
,
　
９
,
　
６
-

７
.

（
1
7

）
　

ｉ
ｂ

ｉ
ｄ
.
,
　
９
,
　
２

０
-

２

２
.

（
1
8

）
　

ｉ
ｂ

ｉ
ｄ
.
,
　

１
０
,
　

７
-

９
.

（
1
9

）
　

ｉ
ｂ

ｉ
ｄ
.
,
　
１

１
,
　

２
３
-

２

５
.

（
2
0
）
　
Ｅ
ｎ
ｎ
,
　
Ｖ
,
　
１
,
　
６
，
　
３
９
-
４
１
.
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
（
そ
れ
で
は
こ
の
上
な
く

完

全

な

も

の

に

つ

い

て

は

な

ん

と

い

う

べ

き

だ

ろ

う

か

？
　

な

に

も

の

も

。

そ

れ

［

一

者

］

か

ら

は

生

じ

な

い

、

と

い

う

よ

り

は

む

し

ろ

、

そ

れ

の

後

で

最

大

の

も

の

【

知

性

】

が

生

じ

る

の

で

あ

る

。
）

（

2
1
）
　
ｉ
ｂ
ｉ
ｄ
.
,
　
６
,
　
３
３
…
…
…
■
■
■
■
■
■
■
■
■
…
…

（
2
2
一
）
　
Ｅ
ｎ
ｎ
.
　
Ｖ
,
　
５
,
　
１
０
,
　
４
-
５
…
…
…
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
　
　
　
　

（
2
3
）
　
Ｅ
ｎ
ｎ
.
　
Ｖ
,
　
３
,
　
１
０
,
　
３
３
-
３
４
…
…
…
,
　
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

（

24
）
　
ｉ
ｂ
ｉ
ｄ
.
,
　
１
０
,
　
４
２
-
４
３
.
　
…
…
　
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

…

…

（
2
5
）
　
Ｅ
ｎ
ｎ
.
　
Ｖ
,
　
Ｉ
　
,
　
８
,
　
８
.
　
（
■
■
■
■
■
■
■
■
■
）
…
…
■
■
■
■
■
■
■
■
■

（
2
6
）
　
Ｅ
ｎ
ｎ
.
 
Ｖ
,
　
５
,
　
６
,
　
２
６

．
 
■
■
■
■
■
■
■
■
■

■
■
■
■
■
■
■

（
2
7
）
　
ｉ
ｂ
ｉ
ｄ

．
，

６
,
　
２
１
.
　
…
…
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

■
■
■
■
■
■
■
■
■

（
2
8
）
「
純
粋
知
性
（
E
n
n
.
Ⅵ
,
9
,
3
,
2
6
)
）
」
…
…
｀
■
■
■
■
■
■
■

■
■
■
■
■
■
■
■
■
（

…

…

、

そ

う

で

は

な

く

、

清

浄

な

知

性

に

よ

っ

て

、

そ

の

上

知

性

の

第

一

の

と

こ

ろ

に

よ

っ

て

〔

一

者

を

Ｉ

筆

者

記

〕

見

る

の

で

あ

る

。

）

お

よ

び

田

中

美

知

太

郎

、

水

地

宗

明

、

田

之

頭

安

彦

訳

『

プ

ロ

テ

ィ

ノ

ス

全

集

』

（

中

央

公

論

社

、

一

九

八

六

年

）

第

三

巻

、

四

八

三

頁

、

注

七

参

照

。

（
2
9
）
ｉ
ｂ
ｉ
ｄ
.
,
　
８
,
　
２
２
-
２
３
.
 
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

■
■
■
■
■
■
■
■
■
．

（
3
0
）
　
田
中
、
水
地
『
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
全
集
』
（
一
九
八
七
年
）
第
一
巻
、
六
八
頁

参

照

。

（
3
1
）
　
Ｅ
ｎ
ｎ
.
　
Ｖ
,
　
３
，
　
１
７
，
　
３
７
-
３
８
．
　
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■



（
3
2）
　
こ
の
件
に
関
し
て

は
、
『
中
部
哲
学
会
年
報
』
第
三
四
号
、
（
二
〇
〇

二
年
三

月
刊
）
所
収
の
拙
論
、
「

ト
マ
ス
・
テ
イ

ラ
ー

に
お
け

る
プ

ロ
テ

ィ
ノ

ス
受

容

に
関
す

る
一
考
察
」
、
第
二
章

（
五

一
頁
－

五
四

頁
）
に

お
い
て

、
ト

マ
ス
・

テ
イ
ラ
ー
に
お
け
る
プ

ロ
テ
ィ
ノ
ス
受
容
に
つ
い
て
の
考
察
の
端
緒
と
し
て
取

り
上
げ

た
。

（
み

や

け

・

ひ

ろ

し

、

哲

学

、

金

沢

大

学

非

常

勤

講

師

）
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