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〈

研

究

論

文

８

〉

ヤ
ス
パ
ー
ス
の
「
哲
学
的
論
理
学
」
に
つ
い
て

―
―
そ
の
特
性
と
東
洋
思
想
と
の
か
か
わ
り
―
―

ヤ
ス
パ
ー
ス
の
哲
学

に
お
い
て
哲
学

的
論
理
学

は
哲
学
的
信
仰
と
並

ん
で

、

い

わ
ゆ
る
後
期

の
哲
学

の
核
心
を
な
す
概
念
で

あ
る
が
、
論
理
学
と
信
仰
と

い

う
相
異

に
も
拘

ら
ず
、
ヤ
ス
パ
ー
ス
哲
学
理
解

の
た

め
に
常
に
強
調

さ
れ

る
の
が
両
者

の
相
即
で

あ
る
。
し
か
し
、
哲
学
的
論

理
学
は
彼
の
哲
学

を
非
合

理

的
と
み
な
す
諸
々
の
批
判
に
対
応
す
る
た
め
の
理
論
で
も
あ
り

、
従

っ
て

、

哲
学
的
信
仰
と
の
相
即

は
安
易
に
主
張

さ
れ
て
は
な
ら
な
い
。
そ
こ
で

、
こ

の
小

論
で
は
哲
学
的
論
理
学
に
焦
点

を
当
て
、
そ
の
特
性
を
明
ら

か
に
し
な

が
ら
、
何
故
こ
の
論
理
学

が
哲
学
的
信
仰
と
相
即
す
る
と
主
張

さ
れ

う
る
の

か
を
探

っ
て
み
た
い
。
な
お
そ

の
際
に

、
ヤ
ス

パ
ー
ス
と
東
洋
思
想

、
と
く

に
イ
ン
ド
哲
学
と
の
関
連
を
顧
慮
す
る
こ
と
が
有
効
と
考
え
る
。

ま
ず
、
『
哲
学
的
論
理
学
第
一
巻
　
真
理
に
つ
い
て
』
に
依
拠
し
つ
つ
、

宮
　
崎
　
佐
和
子

ヤ

ス

パ

ー

ス

が

己

れ

の

哲

学

的

論

理

学

を

ど

の

よ

う

な

論

理

学

と

主

張

し

て

い

る

か

を

把

握

し

て

お

こ

う

。

彼
は
、
「
こ
こ
で
私
が
示
そ
う
と
努
め
て
い
る
も
の
の
本
質
的
特
徴
が
表

題

に

指

示

さ

れ

る

べ

き

で

あ

る

な

ら

、

『

論

理

学

』

の

代

わ

り

に

理

性

的

自

己
意
識
の
組
織
法
（
S
ｙ
ｓ
ｔ
ｅ
ｍ
ａ
ｔ
ｉ
ｋ
　
ｄ
ｅ
ｓ
　
ｖ
ｅ
ｒ
ｎ
ｉ
ｉ
ｎ
ｆ
 
ｔ
ｉ
ｇ
ｅ
ｎ
　
Ｓ
ｅ
ｌ
ｂ
ｓ
ｔ
ｂ
ｅ
w
ｕ
s
s
-

ｔ
ｅ

ｉ
ｎ

）

と

言

わ

れ

る

で

あ

ろ

う

」

（

Ｐ
Ｌ

．
　
ｓ

．
　
１
５
）

と

い

っ

て

お

り

、

こ

の

表

現

に

も

こ

の

論

理

学

の

特

性

が

認

め

ら

れ

る

が

、
彼

自

身

は
「

哲

学

的

論

理

学

の

性

格

」

と

し

て

、

ａ
　

全

て

を

包

括

す

る

、

ｂ
　

区

別

す

る

、

ｃ
　

不

断

に

統

一

を

求

め

る

、
と

い

う

。三

つ

を

あ

げ

て

い

る

。

ヤ

ス

パ

ー

ス

に

よ

れ

ば

、
論

理

的

な

知

は

諸

科

学

の

知

に

基

づ

く

と

同

様

に

、
日

常

的

思

惟

や

経

験

、
行

動

、

決
断
等
の
人
間
の
あ
ら
ゆ
る
内
実
に
基
づ
い
て
い
る
と
考
え
ら
れ
て
お
り
、

そ

こ

で

、

彼

の

い

う

論

理

学

は

、

こ

れ

ら

全

て

を

包

括

す

る

こ

と

よ

っ

て

「
最
も
包
越
的
な
真
理
意
識
へ
と
駆
り
立
て
て
い
く
」
(
P
L
.
s
.
4
）
と
い
わ



れ

る

。

た

だ

し

、
「

最

も

包

越

的

な

真

理

意

識

」

と

は

、

一

切

の

真

理

意

識

を

統

合

す

る

と

同

時

に

、

そ

の

各

々

の

根

源

を

透

視

し

、

そ

れ

ら

の

独

自

性

と

限

界

を

自

覚

し

て

い

る

と

い

う

意

味

で

、

そ

れ

は

区

別

す

る

論

理

学

な

の

で

あ

る

。

従

っ

て

、

哲

学

的

論

理

学

は

根

源

を

区

別

し

つ

つ

真

理

意

識

を

統

一
す
る
と
い
え
る
が
、
ヤ
ス
パ
ー
ス
の
考
え
で
は
こ
の
統
一
は
不
断
に
求
め

ら

れ

ね

ば

な

ら

な

い

の

で

あ

る

。

と

こ

ろ

で

、

哲

学

的

論

理

学

の

こ

れ

ら

の

性

格

は

、

ヤ

ス

パ

ー

ス

哲

学

に

お

け

る

真

な

る

存

在

の

考

え

方

、

並

び

に

、

そ

れ

を

認

識

す

る

方

法

の

特

殊

性

に

そ

の

根

源

を

も

っ

て

い

る

と

い

え

る

。

「
真
な
る
存
在
の
意
味
の
限
界
と
根
源
を
探
究
す
る
」
（
Ｐ
L
.
　
Ｓ
.
　
３
１
）
こ

と

を

意

図

し

た

『

哲

学

的

論

理

学

第

一

巻

』

の

第

一

部

で

、

彼

は

存

在

を

《
ｄ
ａ
ｓ
　
Ｕ
ｍ
ｇ
ｒ
ｅ
ｉ
ｆ
ｅ
ｎ
ｄ
ｅ
》
(
包
越
物
)

］

と
表
現
し
、
こ
れ
を
、
「
我
々
の
方
に

現

わ

れ

て

く

る

現

象

が

開

顕

さ

れ

る

に

伴

っ

て

そ

れ

自

身

と

し

て

は

我

々

か

ら

退

い

て

い

く

存

在

」
（
Ｐ
Ｌ

．
　ｓ
．　
３
８
）

で

あ

り

、「
（

常

に

狭

隘

に

す

る

）

対

象

で

も

な

け

れ

ば

、
（

常

に

局

限

し

て

い

く

）
地

平

の

中

で

形

成

さ

れ

た

全

体

で

も
な
い
存
在
」
（
i
b
i
d
.
）
と
説
明
し
た
。
つ
ま
り
、
こ
の
存
在
は
現
象
で
も
対

象

で

も

な

く

、

い

か

な

る

限

定

も

許

さ

な

い

存

在

で

あ

り

、

そ

の

本

性

か

ら

し

て

、

包

越

者

に

は

対

象

的

思

惟

が

及

び

え

な

い

こ

と

は

明

ら

か

で

あ

る

。

そ

こ

で

彼

は

こ

の

存

在

の

た

め

に

は

思

惟

の

操

作

が

必

要

で

あ

る

と

し

、

そ

れ

を

「

哲

学

的

根

本

操

作

（

ｄ
ｉｅ
　
ｐ
ｈ
ｉ
ｌｏ
ｓ
ｏ
ｐ
ｈ
ｉｓ
ｃ
ｈ
ｅ
　
Ｇ
ｒ
ｕ
ｎ
ｄ
ｏ
ｐ
ｅ
ｒ
ａ

ｔ
ｉｏ
ｎ
）

と

名

づ

け

た

。

そ

の

内

容

は

、

ａ
　

転

回

さ

せ

、

限

定

さ

れ

た

存

在

者

か

ら

解

放

し

、

ｂ
　

現

存

在

の

習

慣

に

と

っ

て

は

不

自

然

で

あ

り

、

ｃ

思

惟

そ

の

も

の

を

飛

び

超

え

、

ｄ
　

通

常

の

認

識

と

い

う

意

味

で

は

矛

盾

す

る

こ

と

が

遂

行

可

能

で

あ

り

、

ｅ
　

包

越

者

へ

と

歩

み

入

る

が

、

あ

る

も

の

を

所

有

す

る

こ

と

は

な

い

思

考

で

あ

る

と

述

べ

ら

れ

て

は

い

る

も

の

の

、

こ

れ

ら

は

極

め

て

特

殊

か

つ

難

解

で

あ

る

。

従

っ

て

、

こ

の

論

理

学

は

論

理

学

史

を

通

し

て

も

特

異

な

学

と

し

て

位

置

づ

け

ら

れ

ざ

る

を

え

な

い

の

で

あ

り

、

ま

た

、

ヤ

ス

パ

ー

ス

自

身

『

哲

学

的

論

理

学

』

の

序

文

で

、
「

今

日

の

思

惟

は

根

底

か

ら

の

論

理

学

の

改

革

を

必

要

と

し

て

い

る

」
「
Ｐ
Ｌ
.
　ｓ
.　
２
４
）

と

い

い

、
自

覚

的

に

独

自

の

論

理

学

を

構

想

し

て

い

た

こ

と

が

知

ら

れ

る

の

で

あ

る

。

二

本

来

な

ら

ば

、

こ

こ

で

彼

の

哲

学

的

論

理

学

と

し

て

の

独

自

性

を

詳

し

く

検

討

す

べ
き

で

あ

る

が

、

こ

こ

で

は

形

式

論

理

学

と

弁

証

法

と

を

念

頭

に

置

い
て
そ
の
独
自
性
を
確
認
し
て
お
こ
う
。

一

般

に

、

論

理

整

合

的

と

い

わ

れ

論

理

的

に

真

と

み

な

さ

れ

る

の

は

、

一

義

的

で

不

変

な

形

式

論

理

学

の

真

理

で

あ

り

、

こ

の

場

合

に

は

、

常

に

無

矛

盾
で
あ
る
こ
と
が
真
と
さ
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
「
真
な
る
も
の
は
全
体

で

あ

る

」

と

い

う

ヘ

ー

ゲ

ル

の

弁

証

法

で

は

、

真

理

は

動

的

、

可

変

的

で

あ

り

、

必

ら

ず

し

も

一

義

的

で

は

な

く

、

矛

盾

を

も

内

包

し

う

る

。

で

は

ヤ

ス

パ

ー

ス

の

哲

学

的

論

理

学

は

い

ず

れ

に

属

し

う

る

か

と

い

え

ば

、

包

越

者

の

思

想

を

展

開

さ

せ

た

彼

の

哲

学

の

中

に

「

存

在

と

無

の

弁

証

法

（
Ｄ
ｉ
ａ
ｌ
ｅ
ｋ
ｔ
ｉ
ｋ
　
ｖ
ｏ
ｎ
　
Ｓ
ｅ
ｉ
ｎ
-
Ｎ
ｉ
ｃ
ｈ
ｔ
ｓ
）
」
と
い
う
表
現
が
見
出
せ
る
こ
と
か
ら



も

明

ら

か

で

あ

る

が

、

ヤ

ス

パ

ー

ス

自

身

は

弁

証

法

を

二

様

に

考

え

て

お

り

、

正
―
反
-
合
と
い
う
形
で
相
対
立
す
る
命
題
を
新
た
な
命
題
に
統
合
し
て
い

く

弁

証

法

に

対

し

て

、

彼

の

弁

証

法

は

対

立

か

ら

統

合

へ

は

至

ら

ず

、

「

存

在

が

完

全

に

引

き

裂

か

れ

る

か

の

よ

う

に

み

え

る

限

界

に

導

く

」

（

Ｐ

Ｇ

．
　
ｓ

．

２
０
　
ｆ

．
）

と

い

っ

。て

、

弁

証

法

と

し

て

の

独

自

性

を

主

張

し

て

い

る

。

こ

の

「

存

在

と

無

の

弁

証

法

」

と

い

う

表

現

は

、

『

哲

学

的

論

理

学

第

一

巻

』
一
出

版

の

一

五

年

後

の

著

作

『

啓

示

に

面

し

て

の

哲

学

的

信

仰

』

に

見

出

せ

る

が

、

こ

の

著

作

は

彼

が

包

越

者

の

思

想

を

十

分

醸

成

さ

せ

た

後

の

い

わ

ぱ

最

後

の

主

著

と

も

い

い

う

る

も

の

で

あ

り

、

そ

の

一

節

「

根

源

へ

突

き

進

む

問

い

‥

何

故

一

般

に

何

も

の

か

が

存

在

し

、
何

故

無

で

は

な

い

の

か

（

Ｗ

ａ
-

ｒ
ｕ
m
　
ｉ
ｓ
ｔ
　
ｕ
ｂ
ｅ
ｒ
ｈ
ａ
ｕ
ｐ
ｔ
　
ｅ
ｔ
w
ａ
ｓ
,
　
w
ａ
ｒ
ｕ
m
　
ｉ
ｓ
ｔ
　
ｎ
ｉ
ｃ
ｈ
ｔ
ｓ
　
？
）
 
」
に
お
い
て
こ

の
言
葉
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
に
記
さ
れ
て
い
る
「
存
在
と
無
の
弁
証

法

」

は

、

彼

が

先

に

哲

学

的

論

理

学

に

お

い

て

述

べ

た

思

惟

方

法

の

具

体

的

展

開

と

も

み

な

し

う

る

が

、

こ

の

弁

証

法

の

内

容

は

次

の

三

点

に

集

約

で

き

る

で

あ

ろ

う

。

す

な

わ

ち

第

一

に

、

こ

の

思

惟

方

法

は

「

存

在

」

と

い

う

表

現

を

も

真

な

る

存

在

の

一

つ

の

暗

号

と

み

な

す

こ

と

、

第

二

に

、

存

在

す

る

一

切

の

も

の

か

ら

飛

躍

す

る

思

惟

で

あ

る

こ

と

、

第

三

に

、

対

象

的

思

惟

を

変

動

さ

せ

る

こ

と

、

の

三

点

で

あ

る

。

ま

ず

、

存

在

へ

の

問

い

と

し

て

「

何

故

一

般

に

何

も

の

か

が

存

在

し

、

何

故

無

で

は

な

い

の

か

」

と

問

う

場

合

、

こ

の

問

い

に

は

「

存

在

」

や

「

無

」

と

い

う

概

念

が

固

定

的

に

導

入

さ

れ

、

問

い

の

中

で

既

に

そ

れ

ら

が

指

示

さ

れ

て

し

ま

っ

て

い

る

。

そ

こ

で

、

こ

れ

ら

の

概

念

を

一

つ

の

暗

号

と

解

釈

し

よ

う

と

い

う

の

が

ヤ

ス

パ

ー

ス

の

考

え

方

な

の

で

あ

る

。

そ

し

て

こ

の

こ

と

は

「

存

在

」

や

「
無

」

に

限

ら

ず

、
「

神

」
、
「

一

者

」
、
「

実

体

」
、

あ

る

い

は

「
ア
ー
ト
マ
ン
＝
ブ
ラ
フ
マ
ン
」
、
「
ニ
ル
ヴ
ァ
ー
ナ
」
、
「
空
」
を
も
暗
号
と

み

な

す

こ

と

を

意

味

し

て

い

る

。

ま

た

、

ヤ

ス

パ

ー

ス

は

「

思

想

は

、

第

一

存

在

、

原

存

在

、

原

根

拠

、

根

源

に

お

い

て

終

結

し

よ

う

と

す

る

。

し

か

し

こ

の

よ

う

な

行

程

で

は

終

結

は

得

ら

れ

な

い

。

そ

こ

で

思

想

は

こ

れ

ら

の

系

の
始
原
と
し
て
の
根
源
で
は
な
く
、
系
全
体
の
根
源
を
問
う
こ
と
に
よ
っ
て

そ

こ

か

ら

飛

躍

す

る

」
（
Ｐ
Ｇ
Ｏ

．　ｓ
．
　４
１
５
）

と

い

う

。

す

な

わ

ち

、

存

在

し

て

い

る

も

の

の

根

源

へ

遡

る

と

い

う

よ

り

、
「
始

原

」

や

「
根

源

」

等

の

言

語

化
を
超
え
た
も
の
へ
と
飛
躍
す
る
思
惟
を
彼
は
求
め
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、

ヤ

ス

パ

ー

ス

は

さ

ら

に

「

思

惟

の

変

動

」

つ

ま

り

「
他

の

次

元

へ

の

、

空

間

の

な

い

時

間

の

な

い

対

象

の

な

い

も

の

へ

の

変

動

」
（
ｉｂ
ｉｄ

．
）

を

主

張

し

、
真

な

る

存

在

を

顕

わ

に

す

る

思

惟

は

、

空

間

、

時

間

、

対

象

を

欠

い

た

全

く

異

な

る

次

元

へ

の

思

惟

で

あ

る

こ

と

を

記

し

て

い

る

。

こ

の

よ

う

に

、

ヤ

ス

パ

ー

ス

の

「

存

在

と

無

の

弁

証

法

」

は

、
「

存

在

」

や

「

無

」

に

関

す

る

一

切

の

思

惟

を

、

そ

の

限

界

を

も

超

え

る

べ
く

駆

動

さ

せ

る

こ

と

に

意

義

が

あ

り

、

そ

こ

で

は

ヘ

ー

ゲ

ル

の

絶

対

知

に

相

当

す

る

よ

う

な

い

か

な

る

到

達

点

も

得

ら

れ

ず

、

そ

れ

故

に

こ

そ

彼

は

こ

の

弁

証

法

を

「

存

在

と

無

の

真

の

弁

証

法

（
ｄ
ｉｅ
 
w

ａ
ｈ
ｒ
ｅ
　
Ｄ
ｉａ
ｌｅ
ｋ
ｔ
ｉｋ
　
ｖ
ｏ
ｎ

　
Ｓ
ｅ
ｉｎ
-
Ｎ

ｉ
-

ｃ
ｈ
ｔ
ｓ
）
」
（
Ｐ
Ｇ
Ｏ

．　ｓ
．　
４
１
１
）

と

も

呼

ぶ

の

で

あ

る

。

と

は

い

え

、

こ

の

弁

証

法

の

内

容

は

必

ら

ず

し

も

明

確

で

は

な

く

、

ヤ

ス

パ

ー

ス

自

身

に

よ

る

本

格

的

論

及

は

彼

の

著

作

の

中

に

直

接

に

は

見

出

せ

な

い

の

で

あ

る

。



そ

こ

で

次

に

、

哲
学

的

論
理

学

の

具
体

的

発

現

と

み

な

し

う

る

「

存

在

と

無

の
弁

証

法

」

の

意

味

を

解
明

す

る

た

め
に

、

一

つ
の

手

段

と

し

て

、

ヤ

ス

パ

ー

ス

が
こ

の

思

想

の

展

開

と
時

期

を

同

じ

く

し

て

積

極

的

に

受

容

し

て

い

た
イ
ン
ド
哲
学
に
関
す
る
彼
の
理
解
の
仕
方
を
索
る
こ
と
に
す
る
が
、
そ
の

最

大

の
理

由

は

、
彼

が
論

理

的

側

面

に

お
い

て

イ

ン
ド

哲
学

に
強

い
関

心

を

抱
き
、
と
く
に
ナ
ー
ガ
ー
ル
ジ
ュ
ナ
の
思
想
を
弁
証
法
と
し
て
高
く
評
価
し

た

こ

と

に
あ

る

。

彼

は

「

そ
こ

に
何

か

が
見

出

せ

る
限

り

、
思

惟
可

能

な

も

の

は

い
ず

れ

も

弁

証
法

的

に
否

定

さ
れ

、
こ

の
操

作

は

と

り

わ

け

ナ

ー

ガ

ー

ル

ジ
ュ

ナ

に

よ

っ
て
展
開
さ
れ
て
い
る
」
（
G
P
．
　
ｓ
．
　
９
３
５
　
ｆ
．
）
と
述
べ
て
、
ナ
ー
ガ
ー
ル
ジ
ュ

ナ

の
思

想

の
中

に

、
思

惟

可

能

な

一
切

の

も

の

を

否

定

し

て

い

く

弁

証

法

的

思

惟

を

認

め

。

と

く

に
モ

の
思

惟

の

操

作

に

着

目

し

た

の
で

あ

る

。

中

で

も

次

の
三

つ

の
否

定

に
関

す

る

ナ

ー

ガ

ー

ル

ジ

ュ
ナ

解

釈

を
検

討

す

る
こ

と

が

「

存

在

と

無

の

弁

証

法

」

の

意

味

解

明

の

た

め

に

は
有

効

で
あ

ろ
う

。

つ

ま

り

、

第

一

に

、

存

在

と

非

存

在

の
否

定

、
第

二

に

、
思

惟

さ
れ

た
も

の

の
否

定

。

第

三

に

、

思

惟

そ

の

も

の

の
否

定

の
三

点

で

あ

る

。

ヤ

ス

パ

ー

ス

の

ナ

ー

ガ
ー

ル

ジ

ュ
ナ

論

の
核

心

は

、

ナ

ー

ガ

ー

ル

ジ

ュ
ナ

哲

学

の

中

心

概

念

で

あ

る

「

空

性

」

の
解

釈

に

あ

る

が

、

彼

は

そ

れ

を

『
中

論

』

の

「
観

存

在

・

非

存

在

品

第

十

五

」

の
解

釈

を

中

心

に

展

開

し

た

。

ナ

ー

ガ

ー

ル

ジ

ュ
ナ

は

こ

の

箇

所

で

自

体

存
在

に

つ
い

て

論

じ

、

そ

れ

が
な

い

と

す

る

仮
定

も

、
あ

る
と

す

る
仮

定

も

と

も

に

覆

さ
れ

ざ

る
を

え

な

い

こ

と

を
示

し

、

そ

の

論
述

を

通
し

て

存

在
Ｉ

非

存

在

と

い

う

捉
え

方

の
根

拠

の
な

さ
を
明
示
し
て
い
る
。
こ
と
に
そ
の
第
十
偈
で
は
、

「

存

在

す

る

」

と

い

う

の

は
永

遠

（
性

）

を

捉

え

る

こ

と

、
「
存

在

し

な

い

」

と

い

う

の

は
断

見

で

あ

る
。

故

に

、
賢

者

は

存

在

と

非

存

在

と

に

拠

る

べ
き

で

は

な

い

。

と

い

う
表

現

で

こ

の
こ

と

を

端

的

に

記

し

て

い

る
。

そ

し

て

、

ヤ

ス

パ

ー

ス

は

こ

の
箇

所

を
多

く

参

照

し

な

が
ら

、
「

こ

の

思
想

の
核

心
は

存

在

な

ら

び

に

非

存
在

の
不

可

能

な
こ

と

の
提

示

に

あ

る

」
（
Ｇ
Ｐ

．　ｓ
．　
９
３
７
）
と

解

釈

し

た

の

で

あ

る

。

さ

ら

に

、

ヤ

ス

パ

ー

ス

は

ナ

ー

ガ

ー

ル

ジ

ュ
ナ

論

の
中

に

「
思

惟

の
操

作

の

意

味

」

と

い

う
項

を
設

け

、
「

ナ

ー

ガ

ー

ル

ジ

ュ
ナ

は

思
惟

し

え

な

い

も

の
を

思

惟

し

、
言

い
表

わ

し

え

な

い

も

の

を
言

い

表

わ

そ

う

と

し
て

い

る
。

彼

は

そ

の
こ

と
を

知

っ
て

い

る

の

で

、
既

に
言

い

表

わ
さ

れ

た

も

の

を
元

へ

戻

し
て

解

消

し
よ

う

と

す

る

。

従

っ
て

彼

は

自
ら

止

揚

す

る
思

考

過

程

を

歩

む
」
（
G
Ｐ
．
　
ｓ
．
　
９
４
４
）
と
い
う
。
つ
ま
り
、
彼
は
本
来
は
思
惟
し
た
り
言
い
表

わ

す

こ

と

の

で
き

な

い
も

の

を

、

ひ

と
度

思

惟

し

言

語
化

し

、

さ
ら

に

そ

れ

ら

を

次

々

と

破

棄

し

て

い
く

ナ

ー

ガ

ー

ル

ジ

ュ
ナ

の

思

考
法

に
注

目

し

た
の

で

あ

る

が

、

こ

れ

は

、
「
哲

学

的

根

本

操

作

」

と

い

う

ヤ

ス

パ

ー

ス

の

用

語

に

即

し

て

表

現

す

れ

ば

、
「
思

惟

さ
れ

た
も

の

の
操

作

的

否
定

」
と
も

い
え

る

で
あ
ろ
う
。

ま
た
、
ヤ
ス
パ
ー
ス
は
ナ
ー
ガ
ー
タ
ジ
ュ
ナ
の
理
論
の
中
に
思
惟
そ
の
も



の

を
否

定

す

る

思

考

法

も

認

め

、
「

思

惟

そ

の

も

の

に

よ

る

思
惟

の
挫

折

に

お
い

て

の

み

、

思

惟

以

上

の

も

の

、

完

全

な

認

識

に

至

る
思

惟

の
止

揚

が
あ

る
」
（
G
Ｐ
．
　
ｓ
．
　
９
４
３
）
と
解
釈
し
た
。
す
な
わ
ち
、
思
惟
の
否
定
と
は
、
思
惟

を

拒

否

し

た
り

、

思

惟

に

代

わ

る

も

の

を

要

請

す

る

こ

と
で

は

な
く

、
思

惟

を

駆

使

し

な

が

ら

思

惟

を

超

え

る

こ

と

で

あ

る
と

理

解

し

た

の
で

あ

る
。

ナ

ー

ガ

ー

ル

ジ

ュ

ナ

の

思

考

法

に
関

す

る

ヤ

ス

パ

ー

ス
の

こ

の
よ

う

な

解

釈

を

、
先

に

「

存

在

と

無

の
弁

証

法
」

の

特

徴

と

し

て

あ

げ

た
三

点

と

対

比

さ

せ

る

と

き

、

こ

の

解

釈

は

そ

の

理
解

を

一

段

と

容

易

に

す

る
の

で

あ

る
。

す

な

わ

ち

、
第

一

の
点

、

つ

ま
り

、
存

在

に

関

す

る

概

念

を

い

ず

れ

も

暗

号

と

み

な
す

こ

と

に

関
し

て

は

、
ナ

ー

ガ

ー

ル

ジ

ュ

ナ

が

存

在

や

非

存

在

と

い

う

区

別

を
付

け

、

そ

の

い

ず
れ

に
も

固

執

す

る

こ

と

な

く

真

理

へ
赴

く

思

惟

を

主

張

し

た

と

す

る

ヤ

ス

パ

ー

ス

の
理

解

に

そ

の

意

味

が
反

映

し

て

い

る

と

い

え

る

で

あ

ろ

う

。

ま

た

、
第

二

に

、
存

在

す

る

一

切

の

も

の

か
ら

飛

躍

す

る

思
惟

と

は

、

彼

が

ナ

ー

ガ

ー

ル

ジ

ュ

ナ

論

の

中

に

見

出

し

た

「
思

惟

さ
れ

た

も

の

の

操

作

的

否

定

」

と

対

応

さ

せ

る

こ

と

が
で

き

よ
う

。

さ
ら

に

、
第

三

の
特

徴

と

し

て

あ

げ

た

対
象

的

思

惟

の

変

動

と

は

、
思

惟

可

能

な

も

の

を

思

惟

し

な

が

ら

も

思

惟

そ

の

も

の

の

挫

折

に

よ

っ
て

完

全

な
認

識

を

得

る
と

い

う
意

味

で

の

思

惟

そ

の

も

の

の

否

定

で

あ

り

、
思

惟

の
止

揚

と
も

言

い

換

え

ら

れ

て

い

る

。

こ

れ

ら

の

こ

と

か

ら

、

ヤ

ス

パ

ー

ス

の

「

存

在

と

無

の

弁

証

法

」

は

次

の

よ

う

に

理

解

す

る

こ

と

が
可

能

に

な

る

。

つ

ま

り

、

こ

の

弁

証

法

は

、
存

在

―
非
存
在
と
い
う
区
別
を
前
提
と
せ
ず
、
従
っ
て
、
「
存
在
」
や
「
無
」
と

い

う

よ

う

な

概

念

で

存

在

そ

の

も

の

を

問

う

こ

と

は

な

く

、

そ

の

た

め

に

、

ひ

と

度

思

惟

さ

れ

た

も

の

も

次

々

と

否

定

し

、

さ

ら

に

は

思

惟

そ

の

も

の

を

も

止

揚

す

る

思

考

法

で

あ

る

。

そ

れ

は

い

わ

ぱ

否

定

を

方

法

と

す

る

論

理

で

あ

り

、

そ

こ

で

最

終

的

に

求

め

ら

れ

て

い

る

の

は

思

惟

し

え

な

い

も

の

と

し

て

の

真

な

る

存

在

で

あ

る

。

と

こ

ろ

で

、

以

上

の

考

察

は

「

存

在

と

無

の

弁

証

法

」

を

ヤ

ス

パ

ー

ス

の

哲

学

的

論

理

学

の

具

体

的

発

現

と

み

な

し

、

彼

の

ナ

ー

ガ

ー

ル

ジ

ュ

ナ

解

釈

を

介

し

て

こ

の

弁

証

法

の

意

味

を

索

っ

た

の

で

あ

る

が

、

さ

ら

に

、

ヤ

ス

パ

ー

ス

の

ナ

ー

ガ

ー

ル

ジ

ュ

ナ

に

関

す

る

総

括

的

叙

述

と

、

哲

学

的

論

理

学

の

思

考

法

に

関

す

る

彼

自

身

の

表

現

と

を

対

比

さ

せ

る

と

き

、

「

存

在

と

無

の

弁

証

法

」

と

ナ

ー

ガ

ー

ル

ジ

ュ

ナ

解

釈

と

の

緊

密

な

連

関

に

加

え

て

、

こ

の

弁

証

法

が

紛

れ

も

な

く

彼

の

哲

学

的

論

理

学

の

思

考

法

と

合

致

す

る

こ

と

が

明

ら

か

と

な

る

の

で

あ

る

。

ま

ず

、

存

在

に

関

す

る

一

切

の

言

語

化

を

斥

け

る

思

想

と

し

て

ヤ

ス

パ

ー

ス
が
ナ
ー
ガ
ー
ル
ジ
ュ
ナ
の
存
在
―
非
存
在
の
区
別
の
否
定
に
注
目
し
た
こ

と

と

、

哲

学

的

論

理

学

が

「

前

範

疇

的

な

も

の

超

範

端

的

な

も

の

に

（

ｉｍ

Ｖ

ｏ
ｒ

ｋ
ａ
ｔ
ｅ
ｇ
ｏ
ｒ

ｉ
ａ

ｌ
ｅ
ｎ

　
ｕ

ｎ

ｄ

　
i
m

　
Ｔ

ｒ

ａ
ｎ
ｓ

ｋ
ａ

ｔ
ｅ
ｇ
ｏ
ｒ

ｉ
ａ

ｌ
ｅ
ｎ

）

基

盤

を

置

き

、

そ

の

よ

う

な

も

の

を

暗

示

し

て

い

る

」

（

Ｐ

Ｌ

．
　
ｓ

．
　
４
）

と

い

う

表

現

で

示

し

た

存

在

の

性

格

と

の

著

し

い

類

似

が

認

め

ら

れ

る

が

、

さ

ら

に

、

ナ

ー

ガ

ー

ル

ジ

ュ

ナ

論

の

中

で

は

「

本

来

の

真

理

は

、

言

い

表

わ

さ

れ

た

も

の

そ

れ

自

体

を

否

定

す

る

こ

と

に

よ

っ

て

の

み

開

示

さ

れ

う

る

。

そ

れ

故

、

思

惟

さ

れ

た

も

の
と
し
て
は
真
理
で
な
い
よ
う
な
真
理
か
ら
、
も
は
や
思
惟
さ
れ
な
い
も
の
。



と

し

て

現

わ

れ

る
真

理

へ

の

道

が

通

じ

て

い

る
。

そ

し

て

、

こ

の

真

理

は

先

行

す

る

真

理

が
燃

え

尽

き

る

過

程

に

お
け

る
思

惟

と

し

て

存

立

す

る

」
（
Ｇ
Ｐ
．

ｓ
．　
９
４
３
）

と
い

い

、
他

方

『

哲
学

的

論

理
学

』

で

は

、
「

包

越

者

の

解

明

に

お

い

て

は

、

存

在

の

構

図

の

一

つ
一

つ

が
試

さ
れ

は

す

る

が
再

び
放

棄

さ
れ

、

思

惟

体

系

の

一

つ

一

つ

が

許

容

さ

れ

は

す

る

が

、
モ

の

意

味

で

限

定

さ
れ

た

視

点

に

応

じ

た

単

な

る

体

系

的

方

法

と
し

て

制

限

さ
れ

、

さ
ら

に

、

一

つ

の

地

盤

に

踏

み

込

ま

れ

は

す

る

が
再

び

そ
れ

が
捨

て

ら

れ

る

。

こ

う

し

て

、
結

局

は

地

盤

も

原

理

も

な

く

、
無

地

盤

な
空

間

で

の
思

惟

の

浮

動

が
あ

る

だ

け

で

あ

る
」
（
Ｐ
Ｌ

．　ｓ
．　
１
８
５
）

と
述

べ
て

い

る
内

容

を

対
比

さ

せ

て
み

る

と

、
「

存

在

と

無

の

弁

証

法

」

に

お
い

て

探

求

さ

れ

て

い

る
存

在

は

、

哲
学

的

論
理

学

に

お
い

て

真

な

る

存

在

を

意

味

し

た

包
越

者

に
他

な
ら

ず

、
ま

た

、
こ

の
存

在

と

無

の

弁

証

法

」

こ

そ

哲

学

的

論

理
学

に

お

い
て

五

つ

の
特

性

と

と

も

に

示

さ

れ

た

哲

学

的

根

本

操

作

と
内

容

を

同

じ

く

す

る

思
考

法

で
あ

る

こ

と

が

判

明

す

る
の

で

あ

る
。

以

上

の

考

察

を
通

し

て

、

ヤ

ス

パ

ー

ス
の

哲

学

的

論

理

学

が
そ

の

独

自

性

の

根

源

を

、
包

越

者

と
い

う
真

な

る

存

在

の

在

り

方

と

そ

の

認

識

方

法

と

し

て

の
哲

学

的

根

本

操

作

の

う

ち

に

も

つ
こ

と

、
そ

し

て

、

こ

の

哲

学

的

根

本

操

作

と
は

「

存

在

と

無

の

弁

証

法

」

に

他

な

ら

ず

、

そ

の

内

容

は

否

定

を

方

法

と
し

た
論

理

で

あ

り

、

そ

こ

に

は

、

最

終

的

に

は

思

惟

し

え

な

い

も

の

を

顕

わ
に

す

る
意

図

が
あ

る
こ

と

が
明

ら

か

に

な

っ

た

。

そ

こ

で

、

結

論

と

し

て

、
ヤ
ス
パ
ー
ス
が
こ

の
思
想

を
何
故
敢
え
て
「

哲
学
的

論
理
学
」
と
呼

ん

だ
の
か
を
確
認
し

、
さ
ら

に
、
い
か
な
る
仕
方
で
こ

の
論
理
学

が
哲
学
的
信

仰
と
相
即

し
う
る
の
か
を
明

ら
か
に
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ま
ず
「
存
在

と
無
の
弁

証
法
」

に
着
目
す
る
と
き
、
こ

こ
に
ヤ
ス
パ
ー
ス

哲
学

に
お
け
る
論

理
的
思
惟
の
方
法
が
認
め
ら
れ
た
の
で

あ
る
が
、
こ

の
思

惟
方
法
は
否

定
性

に
よ
っ
て
貫

か
れ
て

お
り

、
そ
の
点
で

合
理
的

、
整
合
的

な
論
理
性

を
備

え
て
い
る
と
は
言

い
難
い
。
た
だ
し
、
ヤ
ス
パ
ー
ス
に
と
っ

て
は
、
こ
の
よ
う
な
存
在
探
求
こ
そ
「

哲
学
的
」
と
呼
ぶ
に
値
す
る
思
惟
な

の
で
あ
り
、
そ
こ
で
彼
は
こ

の
思
考
法

を
単
に
「

論
理
学
」

と
せ
ず
「

哲
学

的
論
理
学
」
と
名

づ
け
た
と
解
釈
で
き
る
。

し

か
し
、
こ
の
よ
う
な
思
惟
は
、
反
面

、
一
種
の
信
仰
的
要

素
を
免
れ
え

な
い
と
も
い
え
る
。
つ
ま
り
、
そ
こ
で

探
求
さ
れ
て
い
る
存
在
が
開
示

さ
れ

る
仕
方

は
信
仰
と
も
呼

び
う
る
も
の
で
あ
り
、
だ
か
ら
こ
そ
彼
は
自
ら
の
哲

学

を
「
哲
学
的

信
仰
」

と
し
て

も
語

っ
た
の
で
あ
る
。

た
だ
し
こ

の
信
仰
は
、

極
限
ま
で
思
惟

に
よ

っ
て
貫

か
れ
、
ま

た
、
存
在
の
探
求

を
意
図

し
て
い

る

限
り

ど
こ
ま
で

も
「

哲
学
的
」
で

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
こ

の
よ

う

な
意
味
に
お
い
て

、
ヤ
ス
パ
ー
ス
の
哲
学
は

、
哲
学
的
論
理
学

と
哲
学
的
信

仰
と
が
相
即

し
な
が
ら
存
在

を
探
求
す

る
哲
学
と
い
え

る
の
で
あ

る
。

さ
ら
に
付
け
加
え

る
な
ら

ば
、
彼

が
存
在
を
「

包
越
者

」
と
表
現
し
た
理

由

も
こ

の
こ

と
か
ら
判
明
す

る
。
つ
ま
り

、
論
理
学
に
お
い
て

は
「
存
在
」

と
呼

ば
れ
る
思
惟

の
対
象

が
あ
り

、
他
方

、
信
仰
の
対

象
を
示

す

概

念

は

「
超

越
者
」

と
い
え

る
が
、
ヤ
ス
パ
ー
ス
の
哲
学
は
こ

の
両
要
素

を
併
せ
も



つ
た
め
に
、
ま
さ
に
《
ｄ
ａ
ｓ
　
Ｕ
ｍ
ｇ
ｒ
ｅ
ｉ
ｆ
ｅ
ｎ
ｄ
ｅ
》
（
包
越
的
な
も
の
＝
包
越
者
）

を

主

た

る

概

念

と

せ

ざ

る

を

え

な

か

っ

た

と

考

え

ら

れ

る

か

ら

で

あ

る

。

ま

た

逆

に

、

こ

の

概

念

を

鍵

と

し

て

、

論

理

と

信

仰

と

い

う

異

質

な

二

つ

の

要

素

が

ヤ

ス

パ

ー

ス

の

哲

学

に

お

い

て

は

相

即

し

て

い

る

と

も

い

え

る

の

で

あ

る
。

以

上

、

ヤ

ス

パ

ー

ス

の

哲

学

的

論

理

学

の

意

味

の

解

明

を

試

み

た

が

、

そ

の

際

に

手

が

か

り

と

し

た

ヤ

ス

パ

ー

ス

の

ナ

ー

ガ

ー

ル

ジ

ュ

ナ

解

釈

の

正

当

性

を

吟

味

す

る

こ

と

、

並

び

に

、

こ

の

哲

学

的

論

理

学

が

論

理

学

と

し

て

い

か

な

る

位

置

を

占

め

る

の

か

を

詳

細

に

検

討

す

る

こ

と

は

、

私

自

身

の

今

後

の

重

要

な

課

題

と

し

て

残

っ

て

い

る

。

（

１

）
　

「

哲

学

的

論

理

学

」

と

い

う

概

念

が

著

作

の

中

で

最

初

に

論

じ

ら

れ

た

の

は

"
Ｖ
ｅ
ｒ
ｎ
ｕ
ｎ
ｆ
ｔ
　
ｕ
ｎ
ｄ
　
Ｅ
ｘ
ｉ
ｓ
ｔ
ｅ
ｎ
ｚ
，
　
１
９
３
５
”
お
い
て
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は

"
Ｐ
ｈ
ｉ
ｌ
ｏ
ｓ
ｏ
ｐ
ｈ
ｉ
ｓ
ｃ
ｈ
ｅ
　
Ｌ
ｏ
ｇ
ｉ
ｋ
，
　
Ｂ
ｄ
．
　
１
，
　
１
９
４
７
”
　
に
拠
っ
た
。

（
２
）
　
《
ｄ
ａ
ｓ
　
Ｕ
ｍ
ｇ
ｒ
ｅ
ｉ
ｆ
ｅ
ｎ
ｄ
ｅ
》
と
い
う
概
念
は
一
九
三
一
-
二
年
の
冬
の
講
義
で

語

ら

れ

（

Ｐ

Ａ

．
　
ｓ

．
　

８
６

）

、
 

”
Ｖ

ｅ

ｒ
ｎ

ｕ

ｎ

ｆ
ｔ

　
ｕ

ｎ

ｄ

　

Ｅ

ｘ

ｉ
ｓ
ｔ

ｅ
ｎ

ｚ

”

に

初

め

て

著

さ

れ

た

。

な

お

、

《

ｄ
ａ

ｓ

　
Ｕ

ｍ

ｇ

ｒ
ｅ

ｉ
ｆ
ｅ

ｎ

ｄ

ｅ

》

は

む

し

ろ

「

包

越

的

な

も

の

」

と

し

た

方

が

、

存

在

に

関

す

る

一

切

の

概

念

化

を

拒

否

す

る

ヤ

ス

パ

ー

ス

の

真

意

に

近

い

が

、

便

宜

上

「

包

越

者

」

と

訳

し

た

。

（

３

）
　

形

式

論

理

学

と

弁

証

法

と

い

う

大

別

の

仕

方

に

関

し

て

は

Ｒ

ｏ

ｂ

ｅ
ｒ

ｔ

　Ｈ

ｅ

ｉｓ
ｓ

，

W
e

ｓ
ｅ

ｎ

　ｕ

ｎ

ｄ

　
Ｆ

ｏ

ｒ
ｍ

ｅ

ｎ

　
ｄ
ｅ

ｒ

　
Ｄ

ｉ
ａ

ｌ
ｅ

ｋ

ｔ

ｉ
ｋ

，
　
１
９

５
９

．

（

加

藤

尚

武

訳

「

弁

証

法

の
本
質
と
諸
形
態
」
未
来
社
、
一
九
八
一
年
）
に
拠
っ
た
。

（
４
）
　
G
.
　
W

．

Ｆ

．
　
Ｐ
ｈ
ａ
ｎ
ｏ
ｍ
ｅ
ｎ
ｏ
l
ｏ
ｇ
ｉ
ｅ
　
ｄ
ｅ
ｓ
　
Ｇ
ｅ
ｉ
ｓ
ｔ
ｅ
ｓ
．
 
Ｈ
ｒ
ｓ
ｇ
．
 
ｖ
０
n
 
J
・

H
ｏ
ｆ
ｆ
ｍ
ｅ
ｉ
ｓ
ｔ
ｅ
ｒ
，
　
Ｄ
ｅ
ｒ
　
ｐ
ｈ
ｉ
ｌ
ｏ
ｓ
ｏ
ｐ
ｈ
ｉ
ｓ
ｃ
ｈ
ｅ
ｎ
　
Ｂ
ｉ
ｌ
ｂ
ｌ
ｉ
ｏ
ｔ
ｈ
ｅ
ｋ
，
　
Ｂ
ｄ

．

１

１
４
.

，
　

６

．

Ａ

ｕ

ｆｌ

．
，
　

１
９
５

２

，
　
ｓ

．
　
２

１

．

（

５

）

Ｄ

ｅ

ｒ

　ｐ

ｈ

ｉ
ｌｏ

ｓ
ｏ

ｐ

ｈ

ｉ
ｓ
ｃ

ｈ

ｅ

　

Ｇ

ｌ
ａ
ｕ

ｂ

ｅ

　
ａ

ｎ

ｇ

ｅ

ｓ

ｉｃ

ｈ

ｔ
ｓ

　
ａ

ｅ
ｒ

　

Ｏ

ｆｆ
ｅ

ｎ

ｂ

ａ
ｒ
ｕ

ｎ

ｇ

，

１
９
６

２

”

の

第

五

部

第

二

章

第

三

節

に

お

い

て

、

存

在

の

捉

え

方

に

関

す

る

ヤ

ス

パ

ー

ス

自

身

の

考

え

方

を

示

す

際

に

こ

の

表

現

が

用

い

ら

れ

て

い

る

。

（

６

）
　

ヤ

ス

パ

ー

ス

が

積

極

的

に

東

洋

思

想

を

学

ぶ

に

至

っ

た

の

は

Ｈ

ｅ

ｉ
ｎ

ｒ

ｉ
ｃ

ｈ

Ｚ

ｉ
ｍ

ｍ

ｅ
ｒ

と

の

親

交

を

通

し

て

で

あ

り

、

そ

れ

は

一

九

二

六

年

以

前

に

ヽ
遡

る

。

（

７

）
　

こ

こ

で

は

ヤ

ス

パ

ー

ス

が

用

い

た

範

囲

内

の

文

献

で

考

察

し

、

『

中

論

』

は

M
a

ｘ

　
Ｗ

ａ

ｌ
ｌ

ｅ
ｓ
ｅ
ｒ

，
　
Ｄ

ｉｅ

　
m
i

ｔ
ｔ
ｌｅ
ｒ

ｅ

　
Ｌ

ｅ

ｈ
ｒ

ｅ

（

Ｍ

ａ

ｄ

ｈ
ｙ

ａ
ｍ

ｉ
ｋ

ａ
-
ｓ

ｋ
ｓ

ｔｒ

ａ

）

ｄ

ｅ

ｓ

Ｎ

ａ

ｇ

ａ
ｒ

ｊ
ｕ

ｎ

ａ

，
－

Ｈ

ｅ

ｉ
ｄ

ｅ

ｌ
ｂ

ｅ
ｒ

ｇ

，
　

１
９

１
１

．

を

使

用

し

た

。

（

８

）
　

包

越

者

の

開

示

の

仕

方

に

関

し

て

は

本

論

文

で

は

詳

論

し

な

か

。つ

た

。

な

お

、

ヤ

ス

パ

Ｊ

ス

の

著

作

か

ら

の

引

用

注

は

文

中

に

収

め

た

が

’

そ

の

際

の

略

号

は

次

の

と

お

り

で

あ

る

。

Ｐ

Ａ

：
　
Ｐ

ｈ

ｉ
ｌ
ｏ

ｓ

ｏ
ｐ

ｂ

ｉｓ
ｃ

ｈ

ｅ

　

Ａ

ｕ

ｔ
ｏ

ｂ

ｉ
ｏ

ｇ

ｒ
ａ

ｐ

ｈ

ｉ
ｅ

；
　

Ｅ

ｒ
w

．
　

Ｎ

ｅ
ｕ

ａ
ｕ

ｓ
ｇ

ａ

ｂ

ｅ

，
　

Ｍ

ｉ
ｉ
ｎ
-

ｃ

ｈ

ｅ
ｎ

，
　

１
９
７

７

．

ｐ
｛

｝

‥

冖

）ｅ
ｒ

　
ｐ

ｈ

ｉ
ｌ

ｏ

ｓ
ｏ

ｐ

ｈ

ｉ
ｓ
ｃ

ｈ

ｅ

　
Ｇ

ｌ
ａ
ｕ

ｂ

ｅ

，
　

１
９
４
８

，
　

６

．
　
Ａ

ｕ

ｆｌ

．
，

　
Ｘ

ｕ

ｒ

ｉｃ

ｈ

，
　

１
９
７

４

．

Ｐ

Ｇ

Ｏ

：

　
Ｄ

ｅ

ｒ

　
ｐ

ｈ

ｉ
ｌ

ｏ

ｓ
ｏ

ｐ

ｈ

ｉｓ
ｃ

ｈ

ｅ

　

Ｇ

ｌ
ａ
ｕ

ｂ

ｅ

　
ａ
ｎ

ｇ

ｅ
ｓ

ｉ
ｃ

ｈ

ｔ
ｓ

　

ｄ

ｅ
ｒ

　

Ｏ

ｆｆ

ｅ
ｎ

ｂ

ａ
ｒ

ｕ

ｎ

ｇ

，

１
９

６
２

，
　

２

．
　
Ａ

ｕ

ｆｌ

．
，

　
Ｍ

ｉ
ｉｎ

ｃ

ｈ

ｅ
ｎ

，
　
１
９

６

３

．

Ｐ

Ｌ

：
　
Ｐ

ｈ

ｉ
ｌ
ｏ

ｓ
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