
〈
特
集
「
比
較
思
想
は
現
代
に
何
を
貢
献
し
う
る

か
」

１
〉

ア

ナ
ロ
ギ
ア

の
論
理
と
現
代
世
界

―
―
多
様
性
と
調
和
の
学
的
創
造
に
向
け
て
―
―

は
じ
め
に
―
―
問
題
の
所
在
、
主
題
の
設
定

西

洋
合
理
主
義
の
伝
統

に
属
す
る
Ｇ
・
Ｗ
・
ラ
イ
プ

ニ
ッ
ツ
の
哲
学
思
想

に
、
東
洋
の
、
華
厳
経

に
対
応
す
る
面
の
あ
る
こ
と
を

い
ち
は
や
く
見
抜

い

た
の
は
、
村
上
俊
江
で
あ

っ
た
。
村
上
が
明
治
二
九
年
、
東
京
帝
国
大
学

に

提
出
し
た
卒
業
論
文
『
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
氏
―
華
厳
宗
』
を
読
む
と
、
「
ラ
イ

ブ

ニ
ッ
ツ
氏
ノ
元
子
論

卜
、
華
厳
宗

ノ
事

々
無
礙
論

卜
殆

ン
ド
異

ナ
ル
コ
ト

ナ
キ
ヲ
了

ス
ベ

シ
」
と

い
う
そ
の
論
旨

も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
彼

の

『
モ
ナ

ド
ロ
シ

ー
』
（
ド
イ

ツ
語
訳
）

の
理
解

の
正

確
さ

に
は
驚
嘆

さ
せ
ら
れ

る
。

村
上
の
試
み
は
そ
れ
自
身

、
比

較
研
究

を
含
ん
で

お
り

、
東
か
ら
西

へ
の
比

較
思
想
と
言
え
よ

う
。

し

か
し
既

に
ラ
イ

プ
ニ
ッ
ツ
自
身
も
、
西

か
ら
東
へ

、
す
な
わ
ち
中

国
の

哲
学
・
宗
教
・
文
化

に
積
極

的
な
関
心
を
も
ち
続
け
、
イ

エ
ズ
ス
会
宣

教
師

酒
　
井
　
　
　

潔

達
（
G
r
i
m
a
l
d
i
,
B
o
u
v
e
t
等
）
を
通
じ
詳
細
な
実
証
的
知
識
を
有
し
て
い

た
。
彼
は
、
理
―
気
―
太
極
と
い
う
朱
子
学
の
体
系
や
、
ま
た
易
の
陰
陽
原

理

の

内

に

、

自

ら

の

「

モ

ナ

ド

」

や

「

予

定

調

和

」

へ

の

、

そ

し

て

ｏ

と

１

の

二

進

法

へ

の

対

応

を

見

出

す

の

で

あ

る

。

ラ

イ

プ

ニ

ッ

ツ

の

い

わ

ゆ

る

中

国

学

の

概

要

に

つ

い

て

は

、

昭

和

四

年

に

出

た

五

来

欣

造

の

『

儒

教

の

独

逸

政

治

思

想

に

及

ぼ

せ

る

影

響

』

以

来

、

日

本

で

も

少

し

ず

つ

紹

介

さ

れ

て

き

て

い

る

。

本

稿

で

は

、

し

か

し

、

彼

の

そ

う

し

た

中

国

学

の

内

容

を

叙

述

す

る

の

で

は

な

く

、

ラ

イ

プ

ニ

ッ

ツ

が

そ

の

よ

う

に

比

較

思

想

を

遂

行

す

る

場

合

の

、

む

し

ろ

そ

の

方

法

的

な

論

理

に

つ

い

て

考

察

し

た

い

。

そ

し

て

、

そ

の

こ

と

を

通

じ

て

現

代

に

お

け

る

比

較

思

想

の

可

能

な

貢

献

に

つ

い

て

展

望

し

よ

う

。

峰

島

旭

雄

教

授

は

、

Ｃ
ｏ
ｍ

ｐ
ａ
ｒ
ａ

ｔ
ｉｖ
ｅ

―

 
ｐ

ｈ
ｅ
ｎ
ｏ
ｍ

ｅ
ｎ
ｏ

ｌｏ
ｇ

ｉ
ｃ
ａ

ｌ
　
Ｍ

ｅ
ｔ
ｈ
ｏ

ｄ

―

Ａ

ｎ

Ｅ

ｓ
ｓ
ａ
ｙ

　
ｏ
ｎ

　
ｔ
ｈ
ｅ

　
Ｍ

ｅ

ｔ
ｈ
ｏ
ｄ
ｏ

ｌ
ｏ
ｇ
ｙ

　
ｏ
ｆ

　
Ｃ
ｏ
ｍ

ｐ
ａ
ｒ

ｉｓ
ｏ
ｎ

と

題

す

る

論

文

に

お

い

０
ｎ

乙



て

、
「
比

較

」

は
常

に
主

観

と

客

観

の

二
面

を

も

つ

が

、

従

来

、

看

過

さ

れ

が

ち

で

あ

っ

た
主

観

の

面

こ

そ

重

要

で

あ

り

、
「
比

較
」

を

厳

密

な

も

の

た

ら

し

め

る

、

と

述

べ
て

お
ら

れ

る

。

そ

う

だ

と

す

れ

ば

、

ラ
イ

プ

ニ

ッ

ツ
の

「
ア

ナ

ロ
ギ

ア
」

こ

そ

、

か

か

る

「
比

較

」

の

論

理

を

ま

さ

に
主

観

面

に

つ

い

て

方

法

論

的

に
、

現

象

学

的

に
反

省

さ

せ

る

概

念

で

あ

る
と

い
え

よ

う

。

そ

し

て

、

見

通

し

を

あ

ら

か
じ

め

言

う

な

ら

、

も

し

ラ

イ

プ

ニ

ッ

ツ
が

比

較

思

想

の

先

駆

者

で

あ

る
と

し

て

も

、

そ

れ

は

中

国

学

が

彼

に
存

在

す

る

か
ら

と

い

う

よ

り

も

、

む

し

ろ

彼

の

多

方

面

に

わ

た

る
比

較

、

学

際

、

歴

史

研

究

を

貫

く

、

そ

の

方

法

論

と

し

て

の

「
ア

ナ

ロ
ギ

ア

」

論

理

の
ゆ

え

で

あ

る
、

と

言

っ
て

も

過

言

で

は

な

い

で

あ

ろ

う

。

Ｉ
　

ラ

イ

プ

ニ

ッ

ツ

に

お

け

る

「

ア

ナ

ロ
ギ

ア

」

概

念

の

規

定

ラ

イ

プ

ニ

ッ

ツ

に
よ

れ

ば

、

そ

も

そ

も

存

在

者

（
実

体

＝

モ

ナ

ド
）

の

他

者

へ

の

関

係

は

因

果

関

係

な

ど

で

は

な

く

、
「
表

出
」
（
ｅ
ｘ
ｐ
ｒ
ｅ
ｓ
ｓ
ｉｏ
）

の

関

係

で

あ

る

。

ど

の

個

体

も

、

そ

し

て

個

体

に

つ

い
て

の

認

識

も

、

そ

れ

の

な

か

に

他

の

存

在

者

、

ひ

い

て

は

全

世

界

、

お

よ

び

そ

の

認

識

（
＝
観

念

）

を

「
表

出

」

し

て

い
る

。

で

は

、
「
表

出

」

と

は

い

か
な

る
関

係

で

あ

る

か
。

ス

ピ

ノ
ザ

を

批

判

し

、

観

念

の

能

動

性

を

主

張

し

た
前

期

の

論

文

『
観

念

と

は

何
か
』
（
１
６
７
８
）
に
お
い
て
、
「
或
る
も
の
を
表
出
す
る
と
は
、
［
表
出
す
る

側

の

も

の

が

］
、

表

出

さ

れ

る

べ

き

事

物

の

諸

条

件

に
対

応

す

る
諸

条

件

を

持
つ
こ
と
で
あ
る
」
（
Ｇ
Ｐ
.
　
Ⅶ
,
２
６
３
)
と
定
義
さ
れ
る
。
そ
の
際
大
事
な
こ
と

は
、
「
表

出
す

る
も

の

が

表

出

さ

れ

た

も

の

に
似

て

い

る
（
ｓ
ｉｍ

ｉｌ
ｉｓ
）
必

要

は

明

ら

か

に

な

く
、
［
た

だ
］
何

ら

か
の

ア

ナ

ロ
ギ

ア
（
ｑ
ｕ
ａ
ｅ
ｄ
ａ
ｍ

　ａ
ｎ
ａ
ｌｏ
ｇ
ｉａ
）

が

保

た
れ

て

い
れ

ば

、
そ

れ

で

［
表

出

関

係

の

成

立

に

は
］

十

分

だ
」

と

言

明
さ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
（
i
b
i
d
.
）
。
か
く
て
「
表
出
」
の
関
係
は
「
ア
ナ

ロ
ギ

ア
」

の

そ
れ

で

あ

る
。

し

か
し

注

意

す

べ
き

は
、

ラ

イ

プ

ニ

ッ

ツ

が

こ

こ

で

言

う

「
ア

ナ

ロ

ギ

ア
」

は
、

通

常

の

よ

う

に

「
類

比

」

と

訳

さ

れ

て

は

な

ら
な

い
こ

と

で
あ

る

。

な

ぜ

な
ら

、

類
比

と

は
本

来

「
類

」

や

「
種

」
、

あ

る

い

は

「
形

相

」

に

お

い
て

似

る

、

つ
ま

り

類

‐

似

を

意

味

す

る

が

（
例
え

ば

子

は
親

に

「
人

間

」

と

い

う
類

ま

た

は
種

に
お

い
て

似

る

と

い

わ

れ

る

）
、

ラ

イ

プ

ニ

ッ

ツ

は
、

認

識

論

・
存

在

論

に
関

し

て

は

ノ

ミ

ナ

リ

ズ

ム
の
立

場

を

と

り

、

類
や

種

と

い
う

普

遍

の
自

存

を

認

め
ぬ

か
ら

で

あ

る

。

だ

か
ら

彼

に
と

っ
て

「
ア

ナ

ロ

ギ
ア
」
と
は
、
そ
の
ギ
リ
シ
ア
語
源
（
■
）
ど
お
り
、
「
似
て
い

る
」
と
い
う
よ
り
、
む
し
ろ
条
件
や
シ
ス
テ
ム
の
あ
い
だ
の
「
対
比
」
（
p
r
o
-

p
o
r
t
i
o
）
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
。
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
が
｛
ａ
｝
と
呼
ん
で

い
る
も
の
を
、
中
国
人
は
｛
ｂ
｝
と
呼
ぶ
」
と
い
う
言
い
方
を
ラ
イ
プ
ニ
ッ

ツ

が
す

る

と
き

、

そ

れ

は

｛
ａ

｝

と

｛
ｂ

｝

の

あ

い

だ

に

、
或

る

対

比

（
Ｘ

:
　
ａ
=
ｙ
　
：
　
ｂ
）
’
す
な
わ
ち
「
恒
久
的
法
則
的
関
係
」
（
Ｇ
Ｐ
.
　
Ⅱ
,
１
１
２
)
が
存

す

る

と

い

う
意

味

で

あ
り

、

そ

こ

で

は

「
類

型

」
も

「
理

念

型

」

も

必
要

と

し

な

い
。

さ

ら

に

「
表

出

」

の

関

係

に
は

、

多

様

な
も

の
が

あ

る

。

ラ

イ
プ

ニ
ッ

ツ
が

そ

こ
で

あ

げ

る
実

例

は

、

機

械

の

模

型

と
機

械
そ

の

も

の

、
平

面

図

と

立
体

、

演
説

と
思

考

、

記

号

と

数

、

そ

し

て
代

数

方

程

式

と

円

（
ま

た

界世代現と理論のアギ口ナアー
１ｎ

乙



は

他
の
図
形
)

で

あ
り
、
一
方
の
諸
条
件
の
考
察
か
ら
他
方
の
特
質
の
認
識

を
得

る
こ
と
が
で

き
る
。

Ⅱ

「

ア

ナ

ロ

ギ

ア

」

論

理

と

ラ

イ

プ

ニ

ッ

ツ

の

比

較

・
歴

史

研

究

類

似

に
制

限

さ

れ

ぬ
対

比

と

し

て

の

「

ア

ナ

ロ

ギ

ア
」

は
、

い

ま
改

め

て

こ

れ

を

見

る
と

、

ラ
イ

プ

ニ
ッ

ツ

の
狭

義

の
哲

学

の
み

な

ら
ず

、

こ

の

「
十

七

世

紀

の

万

能

人

」

の

広
範

囲

で

学

際

的

な

研

究

・
活

動

の
な

か

に

、

い

か

に

活

か

さ

れ

、

展

開

さ

れ

て

い

る

か
が

わ

か
る

。

四

点

に
絞

っ
て
述

べ

て

お

１

「
連

続

性

の

原

理

」

に
関

し

て

。
「
表

出

」

概

念

は

、

ラ

イ

プ

ニ
ッ

ツ

に

お

い

て

は

、

同

時

に

「
連

続

性

の

原

理

」

と

も

連

関

し

て

い

る

。

つ

ま
り

世

界

に

お

い
て

、

神

か

ら
、

人

間

、

動

物

、

植

物

、

下

等

生

物

に

い

た

る

異

な

っ
た

モ

ナ
ド

は

、

そ

れ

ら
が

い
ず

れ

も

「
一

に

お
け

る
多

の
統

一

」

と

い

う

体

制

を

も

つ
以

上

、

必
ず

そ

こ

に
中

間

的

な

形

相

が

介

在

し

、

か

く

し

て

「
自
然
は
飛
躍
せ
ず
」
と
主
張
さ
れ
る
（
Ｇ
Ｐ
．
Ⅱ
，
　
１
６
８
)
　
°
し
た
が
っ
て
、

多

様

な

各
生

命

体

の

な

か

に

、

一

に

お
け

る
多

の
統

一

と

い

う

構

造

、

す

な

わ

ち

「
表

象

」

作

用

に
対

応

す

る
条

件

を

確

認

す

る

作

業

が

重

要

と

な

る

（
Ｇ
Ｐ
．
　
Ｖ
，
１
２
６
)
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
は
、
植
物
、
昆
虫
の
「
ア
ナ
ロ
ジ
ー
」
の

探
究
を
繰
り
返
し
肯
定
し
、
こ
れ
を
も
た
ら
す
「
比
較
解
剖
学
」
l
'
ａ
ｎ
ａ
ｔ
ｏ
ｍ
ｉ
ｅ

ｃ
ｏ
ｍ
ｐ
ａ
ｒ
ａ
ｔ
ｉｖ
ｅ

に

文

字

ど

お
り

言

及

し

て

い
る

の

で

あ

る

（
Ｇ
Ｐ

．　
Ｖ

，４
５
５
)°

２

「
連

続
性

の
原

理
」

と

絡

ん
で

、
「
ア

ナ

ロ

ジ

ー

の
規

則
」
（
ｌａ
　ｒ
ｅ
ｇ
ｉｅ

dｅ
　
ｌ
，Ａ
ｎ
ａ
ｌｏ
ｇ
ｉｅ
)

は
さ

ら

に

、

わ

れ

わ

れ

の

観

察

の

実

証

が
及

ば

ぬ
も

の

（
例
え
ば
別
の
天
体
上
の
物
体
)
の
推
測
に
も
「
蓋
然
性
」
（
p
r
o
b
a
b
i
l
i
t
e
）

を

保

証

し

、

そ

の

こ

と

に

よ

り
蓋

然

性

は

「
合

理

的

仮

説
」

の
基

礎

で

あ

る

、

と

ラ

イ

プ

ニ

ッ

ツ

は

述

べ

て

い

る

（
Ｇ
Ｐ

．　
Ｖ
　，４
５
３
)
°

こ

れ

は

カ

ン

ト

が

『
純
粋
理
性
批
判
』
の
後
半
で
、
理
性
の

（
仮

説

的

使

用

）

を

要

求

し

て

く

る
経
緯
と
考
え
あ
わ
せ
、
興
味
は
尽
き
な
い
（
Ｂ
７
９
７
―
８
１
０
　
°
「
ア
ナ
ロ
ギ

ア

」

は

発

見

術

ａ
ｒ
ｓ

　
ｉ
ｎ

ｖ
ｅ
ｎ

ｉｅ
ｎ

ｄ

ｉ

と

し

て

、

わ

れ

わ

れ

の

認

識

を

拡

張

す

る

と

い

う

、

実

践

的

な

性

格

を

も

帯

び

る

。

３

「

ア

ナ

ロ

ギ

ア

」

は

、

特

殊

を

手

が

か

り

と

し

て

特

殊

を

知

る

こ

と

に

お

い

て

、

ま

た

歴

史

学

ｈ

ｉｓ
ｔ
ｏ

ｒ
ｉ
ａ

の

方

法

で

も

あ

る

。

ラ

イ

プ

二

ッ

ツ

が

生

前

刊

行

し

、

好

評

を

博

し

た

史

料

集

の

ひ

と

つ

『

歴

史

補

遺

』

（
Ａ

ｃ
ｃ
ｅ
ｓ
-

ｓ
ｉ
ｏ
ｎ
ｅ
ｓ
　
ｈ
ｉ
ｓ
ｔ
ｏ
ｒ
ｉ
ｃ
ａ
ｅ
,
　
１
６
９
８
　
―
　
１
７
０
０，

Ｄ

ｕ

ｔ
ｅ
ｎ

ｓ

，
　

Ｉ
Ｖ

，
　
ｐ

．
５

３
)

の

第

一

巻

序

文

で

、

歴

史

研

究

に

期

待

す

る

も

の

の

第

一

に

、

「

特

殊

な

も

の

を

知

る

喜

び

」

が

あ

げ

ら

れ

て

い

る

。

つ

ま

り

事

実

真

理

（

永

遠

真

理

と

異

な

り

、

そ

の

反

対

も

可

能

で

あ

る
)

と

し

て

の

歴

史

的

真

理

へ

の

奉

仕

と

い

う

こ

と

が

示

唆

さ

れ

、

こ

れ

が

近

代

歴

史

学

の

理

念

と

隆

盛

を

可

能

に

す

る

。

「

特

殊

な

も

の

」

を

認

識

す

る

彼

の

「

ア

ナ

ロ

ギ

ア

」

論

理

は

、

後

に

マ

ソ

ン

＝

ウ

ル

セ

ル

が

そ

の

『

比

較

哲

学

』

（

１
９
２
３
)

で

、

方

法

論

と

し

て

の

、

横

か

ら

横

へ

、

特

殊

か

ら

特

殊

へ

推

論

す

る

ア

ナ

ロ

ジ

ー

の

論

理

を

明

示

し

て

い

る

こ

と

の

。

そ

の

先

取

り

と

も

言

え

よ

う

。

４

「

類

似

」

で

は

な

い

「

ア

ナ

ロ

ギ

ア

」

は

、

当

然

「

可

感

的

事

物

と

非

可

感

的

事

物

と

の

そ

れ

」

を

も

含

ん

で

く

る

が

、

こ

の

こ

と

が

『

人

間

知



性
新
論
』
Ⅲ
「
言
葉

に
つ

い
て
」

の
冒
頭
で

の
、
場
所
的
概
念

に
由
来
す

る

前
置
詞

は
、
場
所
的
関
係

に
比

例
し

た
意
味
を
も
つ
云

々
、
の
考
察

に
活

か

さ
れ
て

い
る
。

さ
ら

に
ラ
イ
プ

ニ
ッ
ツ
は
、
自
然
言
語

に
お
け

る
意
味

の
実

在
論
を
展

開
し
、

古
今
東
西

の
比

較
言
語
史
的
な
知
識

を
誇
示
す

る
。
し

か

し
そ
れ
は
、
言
語
現
象

の
多
様

の
根
源

に
或
る
共
通
的
な
も
の
を
見
出

そ
う

と
す
る
態

度
に
基

づ
き

、
単
な
る
デ
ィ
レ
ッ

タ
ン
テ
ィ
ズ

ム
か
ら
で

は
な
い

（
Ｇ
Ｐ
．
　
Ｖ
,
２
５
７
-
６
５
）
。

Ⅲ
　

比

較

思

想

の

自

己

検

証

し

か
し

な
が

ら

、
多

様

な
観

念

の

あ

い

だ

の

対

応

は

、

ま

た
安

易

な
無

差

別

や
恣

意

的
な

思

い

つ
き

か
ら

は
区

別

さ

れ

ね

ば

な
ら

ぬ

。

ま
ず

比

較

が

専

ら

そ

の

対

象

に

関

わ

る
場

合

、

ラ

イ

プ

ニ

ッ
ツ

は

い

ま

あ

げ

た

『
新

論

』

で

の

比

較

言

語

史

的

な
研

究

、

な

か

で

も

語

源

探

索

に

つ

い

て

、
「
き

ち

ん

と

し

た
確

証

な

し

に

」
、
「
安

易

な

飛

躍

を

し

て

は

な

ら

な

い

」

と

戒

め

て

い

る

（
Ｇ
Ｐ

．
　
Ｖ
　，
２
６
４
」
。

こ

う

し

た

〈
実

証

的

な

比

較

〉

は

、

実

際

に

資

料

を

入

手

し

さ

え

す

れ

ば

、
正

当

化

さ

れ

る

こ

と

が

出

来

る
。

し

た
が

っ
て

、

例

え

ば

、

儒

教

を

め

ぐ

る

ラ

イ

プ

ニ

ッ

ツ
の

知

識

は

、

二
次

資

料

、

そ

れ

も

宣

教

師

と

い

う

偏

っ
た

資

料

に

し

か

基

づ

い

て

い
な

い
と

い

う

類

の

批

判

は

、

あ

ま

り

意

味

を

も

た

な

い

。

そ

の

よ

う

な

欠

如

は

、

仮

に

ラ

イ

プ

ニ

ッ

ツ
が

も

っ
と

別

の

資

料

に

当

た

れ

ば

、

容

易

に

修

正

さ

れ

得

た

だ

ろ

う

か

ら

で

あ

る
。

む

し

ろ

、

た
ま

た

ま

ど

の

よ

う

な

資

料

に
接

し

た

に
せ

よ

、

そ

こ

か
ら

異

な

る

現

象

の

対

応

を

判

定

す

る

能

力

、

す

な

わ

ち

ア

ナ

ロ
ギ

ア
の

論

理

を

彼

が

備

え

て

い

た

こ
と

の
方

が

、

は

る

か

に
重

要

で

あ

る
。

こ

れ

に

対

し
、
「
ア

ナ

ロ

ギ

ア

」

の

正

当

性

が

、
比

較

を

遂

行

す

る

主

体

に

関

わ

る

場

合

、

こ

こ

に

ラ

イ
プ

ニ

ッ

ツ
の

論

理

学

な

い
し

は

「
普

遍

学

」

が

、

新

た

に

比
較

思

想

に
対

し

て

も

つ
課

題

が

存
す

る

の
で

は
な

い
か

。

彼

が

そ

も

そ

も

永

遠

真

理
と

事

実

真

理

を

区

別

し

、
矛

盾

律

に
充

足

理

由

律

を

対

置

し

た

の

は

、

数

学

や

（
狭
義

の

）

論

理

学

の

み

な
ら

ず

、

歴

史

的

命

題

を

も

真

理

の

領

域

に

含

も

う

と
し

た

こ
と

に
よ

る

。

だ

が
そ

の

た

め

に
は

命

題

な

い
し

観

念

は

あ

ら

か
じ

め

「
分

析

」

さ

れ

、

そ

の

構
成

要

素

の

あ

い
だ

に

矛

盾

が

な

く

、
「
可

能
」

で

あ

る
こ

と

が
示

さ

れ

ね

ば

な

ら

ぬ
。

つ

ま

り

矛

盾

を
内

包

す

る

よ

う

な
認

識

は
排

除

さ

れ

ね

ば

な
ら

な

い

わ
け

で

あ

る

。

そ

う

し

た

う

え
で

、

真

な

る

命

題

（
Ｓ
　ｅ
ｓ
ｔ
　
Ｐ
）

「
証

明

」

さ

れ

る

と

は

、

主

語

の

中

に

述
語

が

、
前

件

の
中

に
帰

結

が

含

ま

れ
て

い

る

こ
と

を

明

示

す

る
こ
と
で
あ
る
（
ｇ
ｐ
.
　
Ⅶ
，
4
3
-
4
8
）
。
異
な
っ
た
諸
現
象
の
あ
い
だ
に
、

恣

意

的

で

は
な

い

対

比

を

結

論
し

得

る

た

め

に
は

、

比

較

の

主
体

は
、

同

時

に

い

わ
ば

禁

欲

的

に
観

念

の

可

能
性

そ

の
も

の

を

検

証

す

る

必
要

が
あ

る
だ

ろ

う
。

と

こ
ろ

で

、

表

出

を

と

お

し
て

多

様

な
対

比

関

係

を

肯

定

し

、

そ
れ

に
よ

り

比

較

思

想

す

る

主

観

は

形

而
上

学

的

に
見

て

も

、

ラ

イ

プ

ニ
ッ

ツ

の

言
う

よ

う

に
、

一
定

の

「
視

点

」
（
ｐ
ｏ
ｉｎ
ｔ
　
ｄ
ｅ
　ｖ
ｕ
ｅ
）

に

依

存

せ

ざ

る

を

得

な

い
。

神

な
ら

ぬ
わ

れ

わ

れ

の

主

観

は
身

体

と

結

合

さ
れ

、

そ

の

こ

と

に

よ

っ
て

一

定

の

「
パ

ー

ス

ペ

ク
テ

ィ

ヴ
」
（
ｐ
ｅ
ｒ
ｓ
ｐ
ｅ
ｃ
ｔ
ｉｖ
ｅ
）

を

も

つ

。
『
形

而

上

学

叙

説

』

第

九

節

に
お

け

る

「
同

一

都
市

の
比

喩
」

が

示

す

よ

う

に

、
同

一
世

界

界世代現と理論のアギ口ナアー
Ｑ

り

９

″



を

表
出

す
る
モ
ナ
ド
が
、
個
性
や
多
様
性
を
得
る

の
は
、
こ
の
「

パ
ー
ス
ペ

ク
テ
ィ
ヴ
」
と
い
う
概
念
に
も
基
づ
く
。
こ
れ
は
、

ク
ザ
ー
ヌ

ス
で
も
萌
芽

的

に
見
出
さ
れ
、
世
界
を
対
象
化
し
自
ら

に
従
わ
せ
よ

う
と
す
る
近
世
的
主

観

の
特
徴
で
も
あ
る
。
し
か
し
わ
れ
わ
れ
の
比
較
思
想

は
、
そ
の
際
、
己
の

観

点
を
絶
対
化
し
な
い
だ
け
の
自
己
抑
制
を
求

め
る
。

ラ
イ
プ

ニ
ッ
ツ
で

は
、

「
パ
ー
ス
ペ

ク
テ
ィ
ヴ
」
が
必
ず
死

角
を
伴

う
こ
と

に
基
づ
く

「
形
而

上
学

的
悪
」

と

い
う
概
念
が
こ
れ
に
当
た
る
。

Ⅳ
　

比

較
思

想

か

ら

プ

ラ

ク

シ
ス

へ

異

を
ど
こ
ま
で

も
異
と
し
て

確
保
し
つ
つ
、
そ
の
あ

い
だ
の
調
和
を
保
証

す

る
「
ア
ナ

ロ
ギ
ア
」

論
理
は
、
ラ
イ
プ

ニ
ッ
ツ
の
場
合
、
さ
ら

に
単
に
学

問
上

の
方

法
で
あ

る
ば
か
り
で

な
く
、
彼

の
終
生

の
テ
ー

マ
で

も

あ

っ
た

〈
一
と
多
）

に
関
わ
る
。
そ

し
て
そ

の
こ
と

に
よ

っ
て

、
比
較
思

想
は
、
単

な

る
比

較
の
た
め
の
比
較
で
も

、
理
論
的
観
照
で
も
な
く
、
ま
さ

に
切

実
な

〈
実
践

）
の
問
題
に
直
結
し
て

い
た
。

１
　

教
会
再

統
一
の
問
題

‥
ラ
イ
プ

ニ
ッ
ツ

に
と

っ
て
、
比
較
思
想
は
、

全

欧
州

的

に
対

立
抗
争
に
あ
っ
た
プ

ロ
テ
ス

タ
ン
ト
と

カ
ト
リ

ッ
ク
を
和
解

さ
せ
、
分
裂
し
た
キ
リ
ス
ト
教
世

界
に
再

統
一
を
実
現
す
る
と

い
う
課
題
に

結

び
つ
い
て
い
た
。
「
対

応
」
や

「
一

致
」

と

い
う
論
理

的
・
哲
学
的

概
念

は
、
現

実
世
界

に
そ
の
表
現
を
い
つ
で

も
見
出

し
て
い
た
の
だ
。
ラ
イ
プ

ニ

ッ
ツ
の
提
案
は
、
寛
容
を
旨
と
し
、
教
会
の
統
一
を
「
一
様
性
」

か
ら
区

別

し

、
む

し
ろ
多
重
で
異
な
る
部
分

の
「
調
和
」

に
よ

っ
て
こ
れ
を
実
現
し
よ

う
と

い
う
も

の
で
あ

っ
た
が
、
し
か
し
ボ

シ
ユ
エ
の
頑
な
な
拒
絶
を
前
に
挫

折
せ

ざ
る
を
得
な

か
っ
た
。

２
　

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
政
治
的
平
和

‥
マ
イ

ン
ツ
選
帝
侯
や

ハ
ノ
ー
フ
ァ
ー

王
家

に
仕
え

た
ラ
イ

プ
ニ
ッ
ツ
は
、
種
々
の
政
治
や
政
治
改
革
の
ア
イ
デ
ア

を
献
策
し

た
が
、
こ

れ
も
多
数
の
小

勢
力
が
分
裂
・
抗
争
し
、
帝
国
の
地
位

と
平
和

が
（
隣
国

フ
ラ
ン
ス
な
ど
か
ら
）
脅
か
さ
れ
る
こ
と
へ
の
、
彼
の
現

実

の
危
機
意
識
よ
り
発
し
て

い
る
。
一
例
を
あ
げ
る
と
、
皇
帝
の
至

高
性
と

諸
侯

の
権
限
と
を
矛
盾
さ
せ
ず
、
両
立
さ
せ
よ
う
と
し
た
彼
の
構
想
は
、
今

日

の
「
連
邦
制
度
」

に
当
た
る
も
の
で
、
漸
く
彼

の
死
後

に
な
っ
て

、
ア
メ

リ

カ
合
衆
国
で
、
そ
し
て
今
世
紀
ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国

に
お
い
て
実
現
し
た
。

と

い
え
る
。

３
　

ア

カ
デ
ミ

ー
の
建
設

‥
一
七
〇
〇
年
三
月

ブ
ラ

ン
デ

ン
ブ
ル
ク
選
帝

侯

に
よ

っ
て
ベ
ル
リ

ン
天
文
台
・
科
学
協

会
が
認
可
さ
れ
た
が
、
こ
の
設
立

計
画
へ
の

ラ
イ
プ

ニ
ッ
ツ
の
覚
書
か
ら
う
か
が
え

る
の
は
、
理
論
と
実
践
の

総
合
へ
の
、
そ
し
て
こ
れ
に
よ
り
文

芸
や
学
問
の
み
な
ら
ず
、
国
家
と
国
民

の
利
益
と
な

る
こ
と
へ
の
期
待
で
あ
る
。
そ
こ
で

は
数
学
と
物
理
学
を
中

心

と
し
、
そ
れ

ぞ
れ

に
四
部
門
が
配
属
さ
れ
た
。
彼
は
、
学
問
の
多
様
と
そ
の

有
機
的
統
一
、
そ
し
て

〈
学
際
的
〉
研
究
へ
の
道
を
拓
く

た
め
に
、
多
方
面

の
情

報
連
絡
、
そ

し
て

協
会
事

業
を
支
え
る

財
政
な
ど

に
尽

力
し

た

の
で

あ
る
。



結
語
―
―
ア
ナ
ロ
ギ
ア
・
比
較
思
想
・
現
代
世
界

教
会
再

統
一
へ
の
ラ
イ
プ

ニ
ッ
ツ
の
努
力
が
失
敗
に
終
わ

っ
た
理
由
と
し

て
、
当
時
の
国
益
優
先
の
冷
厳
な
政
治
力
学
の
ほ
か
に
、
両
教
会

の
神
学
的

な
差
異
が

（
教
義
そ
の
も
の

に
も
ま
し
て
）
大
き
す
ぎ
た
こ
と
や
、
党
派
間

の
和
解
へ
の
原
理

的
反
対

の
存
在

（
Ｐ
ｉｅ
ｔ
ｉｓ
ｔ

達
）
等

が
あ
げ
ら

れ
る
。
け

れ
ど
も
境
界
や
対

立
を
も

は
や
強
調
し
な

い
ラ
イ
プ

ニ
ッ
ツ
の
思
想

は
、
今

日
の

カ

ト

リ

ッ

ク
教

会

の

ニ

キ

ニ

メ

ニ

カ

ル
な

自

己

認

識

（
Ｋ
ａ
ｒ
ｌ
　
Ｒ
ａ
ｈ
ｎ
ｅ
ｒ

等

）

と

大

い

に

一

致

す

る
面

を

も

っ
て

い

る
、

と

言

わ

れ

る
。

と

こ

ろ

で

、

九
〇

年

代

に
入

っ
て

、

政

治

・

社

会

で

は

統

一

的

な

方

向

が

力

を

失

い

、

思

想

に

お

い
て

も

脱

構

築

、

相

対

主

義

、

脱

規

範

主

義

が

優

勢

で

あ

る

。

強

大

な

全

体

主

義

国

家

は
崩

壊

し

、

独

立

国

家

共

同

体

と

な

っ

た
。

ヨ

ー

ロ

ッ

パ
統

合

も

、

こ

こ

へ
き

て

各

構

成

国

に
、

全

体

に
対

す

る
個

性

や

自

己

主

張

の

比

重

が

過

剰

に
意

識

さ
れ

、
不

透

明

感

を

増

し

て

い

る
。

そ

れ

ど

こ

ろ

か
旧

ユ

ー

ゴ

ス

ラ

ヴ

ィ

ア

地
域

の
民

族

抗

争

や

宗

教

対

立

は

、
新

旧

教

徒

間

の

抗

争

や

有

力

諸

国

の
戦

争

に
明

け

暮

れ

た
十

七

世

紀

と

ど

れ

だ
け

違

う
と

い
え

よ

う

か
。

異

を

異

と

し

て

承

認

し

つ

つ
、

至

る
所

に

「
調

和

」

的

統

一

を

志

向

し

、

縦

横

に

「
比

較

」
ｖ
ｅ
ｒ
―
ｇ
ｌｅ
ｉｃ
ｈ
ｅ
ｎ

を
可

能

な

ら

し

め

る

「
ア

ナ

ロ
ギ

ア

」

論

理

が

、

今

日
再

び
要

請

さ
れ

て

な

ら

な

い

よ

う

に
思

わ
れ

る

。

そ

も

そ

も

「

ヨ

ー

ロ

ッ

パ
」

と

は
、

ラ

イ

プ

ニ

ッ

ツ

に

と

っ
て

、

単

な

る

地

理

的

呼

称

で

あ

る

ど

こ

ろ

か
、
「
一

に

お
け

る

多

」

と

し

て

の

「
モ
ナ
ド
」
概
念
の
、
文
化
・
社
会
・
政
治
的
表
現
で
あ
っ
た
。
中
国
も
、

ラ

イ

プ

ニ

ッ

ツ
に

と

っ
て

は

「
東

洋

の

ヨ

ー

ロ

ッ

パ
」
（
ｑ
ｕ
ａ
ｅ
ｄ
ａ
ｍ

　ｏ
ｒ
ｉｅ
ｎ
-

ｔａ
ｌ
ｉｓ
　ｉｓ
ｕ
ｒ
ｏ
ｐ
ａ
）

で

あ

り

、

そ

れ

だ
け

「
身

近

」

な

主

題

で

も

あ

り

続

け

た
。

彼

の
中

国

学

は

単

な

る
異

国

趣

味

の
発

露
で

も

、

ヨ
ー

ロ

ッ

パ
中

心

主
義

の

投

影

で

も

な

い
。

ラ

イ

プ

ニ

ッ

ツ

は

イ

エ
ズ

ス

会

宣

教

師

達

と

違

っ
て

、

「
対

応

」

を

超

え

て

「
同

一
」

ま

で

求

め

は
し

な

か

っ
た

の
で

あ

る

。

さ

て

、

特

殊

の

認

識

に

価

値

を

置

く
比

較

思

想

は
、

す

ぐ

れ

て

歴

史
研

究

で

も

あ

る

が

、

同

時

に

「
悪

し

き

相

対

主
義

」

や

「
無

気

力

」

と

た

た

か

わ

ね

ば

な

ら

な

い
。

そ

し

て

こ

の
場

合

も

「
多

様

性

」

と

「
調

和

」

と

の
緊

張

に
満

ち

た

そ

の
都

度

の
思

想

的

営

為

を

支

え

る

論

理

は

、
「
ア

ナ

ロ

ギ

ア
」

以

外

に

は

非

現

実

的

で

あ

る

よ

う

に
思

わ
れ

る
。

い
わ

ゆ

る

現

代

思

想

の
諸

潮
流
は
［
ニ
ー
チ
ェ
～
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
ー
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
学
派
―
ポ
ス

ト

・

モ
ダ

ン
ー

コ

ミ

ニ
ニ

ケ

ー

シ
ョ

ン
理

論

等

］
、

い
ず

れ

も

近

代

批

判

に

立

ち
、

他

者

性

と

多

数

性

を

標

榜

し

て

い

る
が

、

わ
れ

わ
れ

の
比

較

思

想

は
、

「
多

様

性

」

と

「
調

和

」

を

根

本

的

な

価

値

範

疇

と

し

つ

つ

、

し

か

し

そ
れ

ら

の
現

代

思

想

の
多

く
が

直

面

し

て

い
る
没

価

値
主

義

や

、

偽

装

さ

れ

た

ニ

ヒ

リ

ズ

ム
、

あ

る

い

は
現

実

傍

観

的

な

科

学
主

義

に
も

陥

っ
て

は
な

ら

な

い

で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
そ
の
〈
比
較
）
―
―
異
の
な
か
に
対
応
を
み
と
め
る

と
い
う
働
き
の
遂
行
―
―
と
い
う
こ
と
自
身
が
、
学
と
い
う
見
地
か
ら
（
自

己

抑
制

的

に
）

問

い

な

お

さ
れ

、

吟

味

さ

れ

ね

ば
な

ら

な

い
。

そ

う

だ

と
す

れ

ば
、

ラ

イ

プ

ニ

ッ
ツ

の

「

ア

ナ

ロ
ギ

ア
」

の
論

理

は
、

わ

れ

わ

れ

に

事
象

の
あ

い
だ

の

「
一
致

」

と

い

う
こ

と

の

そ

の
実

質

に

つ

い
て

、

改

め

て

基
礎

か
ら

の
反

省

を
提

示

し
て

い

る
か

ぎ

り

、
今

日
既

に

一
定

の
市

民

権

と

成
果

界世代現と理論のアギロナア
－

2
5



を
獲
得

し
て

い
る
比
較
思

想
に
と
っ
て

、
そ
の
さ
ら
な
る
可
能
性
と
現
代
的

射

程
を
示

し
て

お
り
、
十
分

に
考
慮
さ
れ
て
よ

い
と
思
わ
れ
る
。

（

１

）
　

川

田

熊

太

郎

監

修

、

中

村

元

編

集

『

華

厳

思

想

』

法

蔵

館

、

一

九

六

〇

年

、

四

六

八

頁

。

（
２
）
　
中
村
元
「
な
ぜ
奴
隷
の
学
問
か
―
―
わ
が
国
に
お
け
る
思
想
研
究
の
反
省

―
―
」
『
比
較
思
想
研
究
』
一
七
号
、
九
頁
参
照
。

（

３

）
　

大

正

大

学

比

較

宗

教

哲

学

研

究

会

編

『

比

較

思

想

』

第

四

号

、

一

九

六

八

年

、

Ⅱ
―
Ⅲ
頁
参
照
。

（
４
）
　
ギ
リ
シ
ア
語
の
■
に
は
、
ｐ
ｒ
ｏ
ｐ
ｏ
ｒ
ｔ
ｉ
ｏ
（
対
比
）
．
ｒ
ａ
ｔ
ｉ
ｏ
（
比
例
）
等

の

意

味

が

あ

る

。

ち

な

み

に

ト

マ

ス

・

ア

ク

ィ

ナ

ス

も

、

伝

統

を

意

識

し

な

が

ら

、

ａ

ｎ

ａ

ｌｏ

ｇ

ｉａ

を

〈

関

係

〉

と

か

〈

対

比

）

と

解

し

、

か

れ

の

ａ

ｎ

ａ

ｌ
ｏ

ｇ

ｉ
ａ

　
ｅ

ｎ

ｔ
ｉ

ｓ

の

思

想

に

用

い

て

い

る

。

Ｓ
ｕ
m
m
a

　
Ｔ

ｈ

ｅ
ｏ

ｌｏ
ｇ

ｉ
ａ
ｅ

， 　

Ｉ
，ｑ

.

４
,
ａ

３

を

参

照

。

（

５

）
　

Ｇ
.

Ｗ
.

　

」

ｅ

ｉ
ｂ
ｎ

ｉｚ
,
　

Ｌ

ｅ

ｔ
ｔ
ｒ
ｅ

　

ｄ
ｅ

　
M
.

Ｇ
.

Ｇ
.

ｄ
ｅ

　
Ｌ

ｅ
ｉ
ｂ
ｎ

ｉｚ

　
ｓ
ｕ

ｒ

　

ｌａ

　
ｐ

ｈ

ｉ
ｌｏ

ｓ
ｏ
ｐ

ｈ

ｉ
ｃ

ｃ

ｈ

ｉｎ

ｏ

ｉｓ
ｅ

，
　
ａ

　

Ｍ
.

　

ｄ
ｅ

　

Ｒ

ｅ
ｍ

ｏ
ｎ

ｄ
.
　

Ｉ
ｎ
:

　

Ｄ

ｕ

ｔ
ｅ
ｎ

ｓ

（

Ｈ

ｒ
ｓ
ｇ
.

ｖ
.

）
　

Ｏ

ｐ

ｅ
ｒ
ａ

　

Ｏ

ｍ

ｎ

ｉａ
,

Ｇ
ｅ
ｎ
ｅ
ｖ
ｅ
　
１
７
６
８
.
　
Ｎ
ａ
ｃ
ｈ
ｄ
ｒ
.
:
　
Ｈ
ｉ
ｌ
ｄ
ｅ
ｓ
ｈ
ｅ
ｉ
ｍ
１
９
８
９
,
　
Ｉ
Ｖ
,
　
ｐ

．
１
８

８
.

（

６

）
　

「

連

続

性

の

原

理

」

に

つ

い

て

は

、

Ｂ

ｒ

ｉｅ

ｆ
　
ａ

ｎ

　
Ｖ

ａ
ｒ

ｉ
ｇ
ｎ

ｏ
ｎ
,

　

Ｉ
ｎ

：
　

Ｇ
.

Ｗ
.

Ｌ

ｅ

ｉ
ｂ
ｎ

ｉ
ｚ

，
　
Ｈ

ａ
ｕ

ｐ

ｔ
ｓ
ｃ

ｈ
ｒ

ｉｆ

ｔ
ｅ
ｎ

　
ｚ
ｕ

ｒ

　
Ｇ

ｒ
ｕ

ｎ

ｄ

ｌｅ
ｇ

ｕ

ｎ
ｇ

　
ｄ
ｅ

ｒ

　
Ｐ

ｈ
ｉ
ｌｏ

ｓ
ｏ
ｐ

ｈ

ｉｃ

，
　
ｉ
ｉ
ｂ
ｅ

ｒ
ｓ
ｔ
.

ｖ
.
　

Ｂ

ｕ

ｃ

ｈ
ｅ

ｎ

ａ
ｕ
,

　

ｈ
ｒ
ｓ
ｇ
.

　
ｖ
.

　

Ｃ

ａ

ｓ
ｓ

ｉｒ
ｅ

ｒ

，
　

Ｈ

ａ

ｍ

ｂ
ｕ

ｒ
ｇ

　
１
９

６

６
,
　

Ｂ

ｄ

．
　

Ｈ
,

　

Ｓ
.

５
５

９
,

お

よ

び

Ｇ

Ｐ
.

　

Ｖ
Ｉ
　
３

２

１
,

拙

著

『

世

界

と

自

我

－

ラ

イ

プ

ユ

ッ

ツ

形

而

上

学

論
攷
―
―
』
創
文
社
、
一
九
八
七
年
、
第
Ⅱ
部
三
章
四
節
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（

７

）
　

自

然

法

則

の

妥

当

性

の

問

い

に

満

足

せ

ず

、

理

性

の

「

統

制

的

」

ま

た

は

「

仮

説

的

」

使

用

に

よ

り

、

個

体

の

内

的

合

目

的

性

を

認

識

し

よ

う

と

す

る

議

論

が

、

『

判

断

力

批

判

』

へ

の

展

開

に

他

な

ら

な

い

。

（

８

）
　

上

原

専

禄

「

ラ

イ

ブ

ニ

ッ

ツ

の

歴

史

研

究

」

（

一

九

五

五

）

上

原

専

禄

著

作

集

第

三

巻

、

評

論

社

、

参

照

。

（

９

）
　

峰

島

旭

雄

「

比

較

思

想

学

の

課

題

－

比

較

思

想

を

超

え

て

Ｉ

」

『

比

較

思

想

研

究

』

一

七

号

、

一

四

頁

参

照

。

（

1 0

）
　

Ｖ

ｇ

ｌ
.
　
Ｇ

Ｐ
.

　

ｖ
ｉ
,
１
２

１
ｆ
.

酒

井

、

前

掲

書

、

二

〇

六

－

○

九

頁

参

照

。

「

形

而

上

学

的

悪

」

と

は

、

お

よ

そ

被

造

者

が

そ

の

「

不

完

全

性

」

の

ゆ

え

に

、

必

ず

「

パ

ー

ス

ペ

ク

テ

ィ

ヴ

」

ま

た

は

「

位

置

」

と

い

う

あ

り

方

を

と

ら

ざ

る

を

え

ず

、

こ

の

こ

と

が

「

欠

如

」

つ

ま

り

「

悪

」

の

実

質

で

あ

る

と

の

謂

い

で

あ

る

。

（

1 1

）
　

Ｖ

ｇ

ｌ
．

　
Ｈ
.

　

Ｐ
.

　

Ｓ
ｃ

ｈ

ｎ

ｅ

ｉ
ｄ

ｅ
ｒ
,
　

Ｄ

ｅ
ｎ

ｋ
ｅ
ｒ

　
ｏ

ｄ
ｅ

ｒ

　
Ｌ

ｅ
ｎ

ｋ
ｅ
ｒ

？

　
Ｌ

ｅ
ｉ
ｂ
ｎ

ｉｚ

　
ｚ
ｗ

ｉｓ
ｃ

ｈ
ｅ
ｎ

Ｅ

ｉｎ

ｆ
ａ

ｌ
ｌｓ

ｒ
ｅ
ｉ
ｃ

ｈ
ｔ
ｕ
m

　ｕ

ｎ

ｄ

　
Ｅ

ｒ
ｆ
ｏ

ｌｇ

ｓ

ｄ
ｒ
ａ

ｎ
ｇ
.

　
Ｉ

ｎ
:

　
Ｖ
.

　
Ｉ

ｎ

ｔ
ｅ
ｒ
ｎ

ａ

ｔ
ｉｏ

ｎ

ａ

ｌ
ｅ

ｒ

　
」

ｅ

ｉ
ｂ

ｎ

ｉｚ

Ｋ

ｏ
ｎ

ｇ

ｒ
ｅ

Ｂ

　
Ｖ

ｏ

ｒ
ｔ
ｒ
ａ

ｇ

ｅ

，
　

Ｈ

ａ
ｎ

ｎ

ｏ

ｖ

ｅ
ｒ

　

１
９

８
８

，
 Ｓ
.
８

６
９
.

（

り
一

）
　

Ｖ

ｇ

ｌ
.　

Ｅ

Ｊ
.
　
Ａ

ｌ
ｔ
ｏ
ｎ
,

　

Ｌ

ｅ

ｉ
ｂ
ｎ

ｉｚ

　
Ａ

　
Ｂ

ｉｏ
ｇ

ｒ
ａ
ｐ

ｈ
ｙ

，
　
Ｂ

ｒｉ

ｓ

ｔ
ｏ

ｌ
　

１
９
８

５
,
ｐ
.

２
５

１
ｆ
ｆ
.

（

1 3

）
　

Ｖ

ｇ

ｌ
.　

Ｐ

ａ
ｕ

ｌ
　
Ｅ

ｉｓ

ｅ
ｎ

ｋ
ｏ

ｐ

ｆ
,
　
Ｌ

ｅ

ｉ
ｂ

ｎ

ｉ
ｚ

　
ｕ

ｎ

ｄ

　
ｄ

ｉｅ

　
Ｅ

ｉｎ

ｉｇ

ｕ

ｎ
ｇ

　
ｄ
ｅ
ｒ

　
Ｃ

ｈ
ｒ

ｉｓ

ｔｅ

ｎ
-

ｈ
ｅ
ｉ
ｔ

，
　

Ｐ
ａ

ｄ

ｅ
ｒ

ｂ
ｏ

ｒ
ｎ

　

１
９
７

５
,
Ｓ
.
２
２

５
ｆ
ｆ
.

（

1 4

）
　

Ｇ
.

　

Ｗ
.

　

」
ｅ

ｉ
ｂ
ｎ

ｉｚ

，
　

Ｎ

ｏ

ｖ

ｉｓ
ｓ

ｉｍ

ａ

　

Ｓ

ｉｎ

ｉｃ
ａ

， 　

ｈ
ｒ
ｓ
ｇ
.
 

ｖ
.
　

Ｄ

ｅ
ｕ

ｔ
ｓ
ｃ

ｈ
ｅ

　

Ｃ

ｈ

ｉｎ

ａ

－

（

ｊ
ｅ

ｓ
ｅ

ｌ
ｌｓ
ｃ

ｈ

ａ

ｆ
ｔ
,
　
Ｋ

ｏ

ｌｎ

　

１
９
７

９
「

Ｓ

．
８
.

（

1 5

）
　

Ａ

・

キ

ル

ヒ

ャ

ー

（

１
６

０
２
-

８

０

）

の

中

国

学

が

ラ

イ

プ

ニ

ッ

ツ

に

及

ば

ぬ

と

す

れ

ば

、

こ

の

点

で

あ

ろ

う

。

（

1 6

）
　

新

田

義

弘

「

世

界

の

パ

ー

ス

ペ

ク

テ

ィ

ヴ

と

知

の

最

終

審

－

現

象

学

と

近

代

思

想

卜

」

（

講

座

『

現

代

思

想

』

一

、

岩

波

書

店

、

一

九

九

三

年

、

三

－

五

頁

）

参

照

。

［

附

記

］

Ｄ

ｉ
ｅ

　
ｐ

ｈ

ｉ
ｌｏ

ｓ
ｏ
ｐ

ｈ

ｉｓ
ｃ
ｈ
ｅ
ｎ

　

Ｓ
ｃ
ｈ

ｒ

ｉｆ
ｔ

ｅ
ｎ

　
ｖ
ｏ

ｎ

　

Ｇ
.

　

Ｗ
.

　

Ｌ

ｅ

ｉ
ｂ

ｎ

ｉｚ

，
　

７

Ｂ

ｄ
ｅ
.

　

Ｈ

ｒ
ｓ
ｇ

　
ｖ
.

　

Ｇ

ｅ
ｒ

ｈ

ａ
ｒ

ｄ
ｔ
.
　

Ｂ

ｅ

ｒ
ｌ
ｉ
ｎ

　

１
８

７
５
-

９

０
.
　

Ｎ

ａ

ｃ

ｈ

ｄ
ｒ
.
:
　

Ｈ

ｉ
ｌ
ｄ

ｅ
ｓ

ｈ
ｅ

ｉ
ｍ

１
９
７

８
｡

（

さ

か

い

・

き

よ

し

、

哲

学

史

、

岡

山

大

学

助

教

授

）


	page1
	page2
	page3
	page4
	page5
	page6
	page7

