
〈
研

究

論

文

３

〉

朱
子
の
「
理
」
と
エ
マ
ソ
ン
の
「
理
性
」
（
R
e
a
s
o
n
）
の
比
較
的
考
察

高
　
梨
　
良
　
夫

一
　

は

じ

め

に

エ
マ
ソ
ン
（
Ｒ
ａ
ｌ
ｐ
ｈ
　
Ｗ
ａ
ｌ
ｄ
ｏ
　
Ｅ
ｍ
ｅ
ｒ
ｓ
ｏ
ｎ
,
　
１
８
０
３
～
8
2
）
が
、
明
治
、
大

正

期

の

日

本

で

、

熱

心

に
受

け

入

れ

ら

れ

、

愛

読

さ

れ

た
理

由

の

一

つ

と
し

て

、

当

時

の

日

本

の

知

識

人

が

、

彼

の
思

想

の
な

か

に
、

そ

れ

ま

で

に
熱

心

に
学

習

し

、

自

ら

の

素

養

や

倫

理

道

徳

の
指

針

の

一
部

と

し

て

き

た
新

儒
教

の

教

義

と

類

似

し

て

い

る
と

思

わ
れ

る
部

分

を

見

い
出

し

た

た

め

に
、

外

来

の

思

想

と

い
う

違

和

感

を

そ

れ

程

覚

え

ず

に
受

容
す

る

こ
と

が

可

能

で

あ

っ

た

、

と

い
う

点

を

指

摘

す

る
こ

と
が

出

来

る

の

で

は

な

い
だ

ろ

う

か

。

明

治

、

大

正

期

の
文

人

で

あ

る
岩

野

咆

鳴
、

山

路
愛

山

、

高

安
月

郊

な
ど

は

、

エ

マ

ソ

ン

の

超

越

主

義

思

想

（
Ｔ
 ｒａ
ｎ
ｓ
ｃ
ｅ
ｎ
ｄ
ｅ
ｎ
ｔａ
ｌ
ｉｓ
m
）

の
唯

心

論

的

傾

向

に

注

目

し

、

新

儒

教

の
教

義

、

特

に

陸
象

山

、
王

陽

明

の

「
心
即

理

」
説

と

の

間

に
顕

著

な
類

似

性

が

あ

る
こ

と

を
指

摘

し

て

い

る

。

確
か
に
青
年
期

の
エ

マ
ソ

ン
に
は
、
「
自
己
」
を
万
物

の
中
心
に
据
え

る

傾
向
が
多
分

に
み
ら
れ
、
客
体

の
存
在
を
人
間
主
体
と
分

離
せ
ず

に
、
事
物

も
ま

た
主
体
の
延
長
上

に
あ
り

、
人
間
主
体
と
統
一

さ
れ
る
べ
き

も
の
と
す

る
、
王
陽
明
の
「
良
知
」
に
基
づ
い
た
一
元
的
で
、
道
徳
実
践
的
な
世
界
観

に
類
似

し
て

い
る
こ
と

を
指
摘
す
る
こ
と

は
可
能
で
あ
る
。
し
か
し
彼
は
中

年
期
か
ら
後
年

期
に
な
る
と
、
進
化
論
的
自
然
観
の
影
響
を
受
け
な
が
ら
、

「
魂
」
は
む
し
ろ
自

然
に
内

在
し
、

人
間

は
自
然
の
一
部
と
し
て

「
魂
」

に

関
与
す
る
と
考
え

る
よ
う

に
な

っ
て
い
っ
た
。
こ
の
よ
う

に
し
て
彼
は
、
宇

宙
的
大
自
然
と
一
体
化
し
て
ゆ
く
神
概
念
に
接
近
す
る
傾
向
を
示
す
よ
う

に

な

っ
て

ゆ
く
の
で
あ

る
。
こ

う
し
た
自
然
観

は
、
「
理
」
を
設

定
し
、
主
体

の
心
の
理
と
客
体

の
事
物
の
理
と

の
統

合
を
図
ろ

う
と
す
る
、
朱
子

（
一
一

三
〇
～
一
二
〇
〇
）
な

ど
の
理

気
論

に
基
づ
く
「
性
即

理
」

説
や

「
格
物
致

知
」
説
に
よ
り
接
近
し
て

い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
れ
故
本
稿
で

は
、
朱
子
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の

「
理
」

と

エ
マ
ソ

ン
の

「
理
性
」
（
Ｒ
ｅ
ａ
ｓｏ
ｎ
）

に
つ

い
て

の
比

較
的
考
察

を
試
み
て
み

る
。

二
　

朱

子

の

「
理

」

ま
ず
朱
子
の
教
義
の
中
心
的
概
念
と
な

っ
て

い
る
「
理
」
と
は
何
か
に
つ

い
て
考
察

し
て
み

る
。
朱
子

は
、
「
陰
陽
五
行

の
如
き

は
、
錯
綜
し
て
条

緒

を
失
わ
ざ
る
は
、
便
ち
是
れ
理
な
り
」
と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
気
の
働
き

に
条
理
の
あ
る
状
態
が
理
で
あ
り
、
通
常
理

は
筋

目
、
筋

道
、
条
理
な
ど

の

意
味

に
解

さ
れ
て

い
る
。
さ
ら

に
朱
子

は
、
理
を

「
所
以

然
故
」
（
然
る
所

以

の
故
）

で
あ
る
と
同
時
に
、
「
所
当
然
則
」
（
当

に
然

る
べ
き
所

の
則
）
で

あ

る
と
定
義

し
て
い

る
。
「
所
以
然

故
」

と

は
、

宇
宙
万
物

の
根
拠
、
根
源

的
原
理
で

あ
り
、
ま
た
「
所
当
然
則
」

と
は
、
も
の
を
も

の
あ
ら
し
め
て

い

る
法
則

、
規
範
で
あ
る
。
さ
ら

に
朱
子

は
次
の
よ
う

に
述

べ
て
。
理

に
は
、

情

意
、
考
慮
、

作
為
、
形
体
な
ど

を
一
切
認

め
ず
、
こ

れ
ら

は

「
気
」
に
属

す

る
も

の
と
し
た
。
気
は
物
質

的
原

理
で
あ
り
、
ガ
ス
状

の
微
細
な
物
質

か
ら

成
り
、
万

物
を
生
成
、
凝
集
、
離
散
さ
せ
る

「
作
用
」
を
持
つ
。

蓋
し

気
は
則
ち
能
く
凝
結
し
て
造
作
す
る
も
、
理

は
却

っ
て
情
意
無
く
、

計
度

無
く

、
造
作

無
し
。

…
…
気

の
若
き

は
則
ち
只
だ
是
れ
箇
の
浄
潔

空
闊

の
世
界

に
し
て

、
形
迹
無
口

。

朱
子

は
、
理

は
「
無
声
無
臭
」
で
あ
り

、
感

覚
に
よ

っ
て
は
と
ら
え
る
こ

と
は
出
来
ず
、
概
念
と
し
て
の
み
と
ら
え

る
こ

と
が
出

来
る
も
の
と
し
て
い

る
。
そ
し
て
理

に
は
存
在
と
意
味
だ
け
の
消
極
的

性
格
の
み
を
認
め
、
能
動

的

性

格

を

与

え

る

こ

と

を

一

切

拒

否

し

て

い

る

。

さ

ら

に

知

覚

に

つ

い

て

は

、

「
曰

く

、

専

ら

是

れ

気

な

る

に

は

あ

ら

ず

。

是

れ

先

に

知

覚

の

理

有

る

も

、

理

未

だ

知

覚

せ

ず

。

気

聚

ま

り

て

形

を

成

し

、

理

と

気

と

合

し

て

便

ち

能

く

知
覚
す
」
と
述
べ
て
、
気
が
凝
集
し
、
形
体
が
形
成
さ
れ
た
後
、
初
め
て
可

能

と

な

る

の

で

あ

り

、

理

は

知

覚

を

超

え

た

も

の

で

あ

る

と

し

て

い

る

。

朱

子

は

さ

ら

に

、

理

は

一

つ

で

あ

る

と

同

時

に

一

物

に

一

理

が

あ

る

と

し

て

、

絶

対

理

と

個

別

理

の

双

方

を

認

め

る

程

伊

川

か

ら

受

け

継

い

だ

「

理

一

分

殊

」

の

教

義

を

、
「
曰

く

、

理

は

一

に

し

て

分

は

殊

な

る

と

。

天

地

万

物

を

合

わ

せ

て

言

え

ば

、

只

是

一

箇

の

理

の

み

。

人

に

在

る

に

及

ん

で

は

、

則

ち
又
た
各
お
の
自
ら
一
箇
の
理
有
り
」
と
説
い
て
い
る
。
こ
の
「
理
一
分

殊

」

の

教

義

に

は

、
「

事

法

界

」

と

「
理

法

界

」

と

が

「

一

体

不

二

」

と

な

っ

た

「

理

事

無

礙

法

界

」

を

認

め

る

仏

教

哲

学

、

特

に

華

厳

宗

の

教

理

の

影

響
が
認
め
ら
れ
る
と
さ
れ
て
い
る
。

さ
ら
に
イ
ギ
リ
ス
人
の
中
国
科
学
思
想
史
研
究
家
ジ
ョ
セ
フ
・
ニ
ー
ダ
ム

は

、
理

を
「

パ

タ

ー

ン

」
、
あ

る

い

は
「
宇

宙

的

組

織

の

原

理

」
と

定

義

し

、「
形

相
」
（
ｆ
ｏ
ｒ
m
）
、
「
法
」
（
l
a
w
）
、
「
原
理
」
（
p
r
i
n
c
i
p
l
e
）
、
「
理
性
」
（
r
a
t
i
o
）
な
ど
の
西

洋
哲
学
の
概
念
と
結
び
つ
け
て
定
義
す
る
こ
と
に
反
対
し
て
い
る
。

理

と

気

と

の

関

係

に

つ

い

て

は

、

朱

子

は

次

の

よ

う

に

述

べ

て

、

理

は

形

而

上

の

も

の

、

す

な

わ

ち

道

、

性

で

あ

り

、

一
方

気

は

形

而

下

の

も

の

、

す

な

わ

ち

器

。

形

体

で

あ

る

と

し

て

、

理

と

気

と

を

厳

密

に

峻

別

す

る

理

気

論

を

展

開

し

て

い

る

。

天

地

の

間

に

理

あ

り

、

気

あ

り

。

理

な

る

も

の

は

形

而

上

の

道

な

り

。
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物
を
生
ず

る
の
本
な
り
。
気
な
る
も
の
は
形
而
下

の
器
な
り
。
物
を
生

ず

る
具
な
り
。
こ
こ
を
以
て

人
・
物
の
生
ず
る
は
必
ず
こ
の
理
を
稟
け
、

然

る
後
に
性
あ
り
。
必
ず
こ
の
気
を
稟
け

、
然
る
後

に
形
あ
り
。
そ
の

性

そ
の
形

、
一
身
に
外
な
ら
ず
と
雖
も
、
然
れ
ど
も
そ
の
道

・
器

の
間
、

分
際
甚
だ
明
ら
か
に
し
て
乱
す
べ
か
ら
ざ
る
な
り
。

さ
ら

に
理
と
気
と
は
別
の
も
の
で
は
あ
る
が
、
同
時

に
気
が

な
く
て

は
理

の
存
在

は
あ
り
得
ず
、
理
気
の
間

に
先
後

は
な

い
と
、
理
気

の
共

在
に
つ
い

て

次
の
よ
う
に
述
べ
て

い
る
。

此
れ
本
よ
り
先
後

の
言
ふ
可
き
無
し
。
然
れ
ど
も
必
ず
其

の
従
っ
て

来

る
所
を
推
さ

ん
と
欲
せ
ば
、
則
ち
須
く
先
ず
是

の
理

有
り

と
説
ふ
べ
し
。

然
れ
ど
も
理

は
又

た
別

に

Ｉ
物
為
る

に
は
非
ず
。
即

ち
是

の
気
の
中

に

存
す
。
是
の
気
無
く
ん
ば
、
則
ち
是
の
理
も
亦
た
掛
塔
す
る
所
無
し
。

理
と
気

の
関
係

は
「
体
用
」

の
論
理

に
基
づ

い
て

い
る
。
キ
リ
ス
ト
教
の

よ
う
な
人
格
神
、

創
造
神
を
持
た
な
い
中
国
思

想
に
お
い
て
は
、
仏
教
か
ら

採
り
入

れ
た

「
体
用

」
の
論
理

が
盛
ん
に
用

い
ら

れ
た
。
「
体
用
」

の
関
係

と

は
、
実

体
と
作
用

、
本
体
と
現
象
の
関
係
と
み
な
す
こ
と
が
出
来
る
。
こ

の
論
理

は
二
元

論
的
に
思
わ
れ
る
が
、
西

洋
思
想
に
み
ら
れ

る
よ
う
な
精
神

と
物
質

の
分
離
に
基
づ
く
よ
う
な
二
元

論
で
は
な
い
。
朱
子
学

に
お

い
て

は
、

「
気
」

が
精
神
と
物
質
の
双
方
を
生
み
出
す
の
で
あ
る
。

三
　

エ

マ

ソ

ン

の

「
理

性

」
（
Ｒ
ｅ
ａ
ｓ
ｏ
ｎ
）

次
に

エ
マ
ソ

ン
の
「
理
性
」

に
つ

い
て
考
察
し
て
み

る
。
彼

は
『
自
然
』

(
Ｎ
ａ
ｔｕ
ｒ
ｅ

「
　
１
８
３
６
」

に

お

い

て

、

次

の

よ

う

に

述

べ

て

、
「
理

性

」

を

「
普

遍

的
な
魂
」
（
ａ
　
ｕ
ｎ
ｉ
ｖ
ｅ
ｒ
ｓ
ａ
ｌ
　
ｓ
ｏ
ｕ
ｌ
）
、
あ
る
い
は
「
霊
」
（
Ｓ
ｐ
ｉ
ｒ
ｉ
ｔ
）
と
同
一
視

し

て

い

る

。

人

は

、

個

人

と

し

て

の

自

分

の

い

の

ち

の

内

部

あ

る

い

は

背

後

に

普

遍

的

な

魂

が

あ

り

、

そ

の

な

か

に

、

大

空

さ

な

が

ら

、
「
正

義

」
、
「
真

理

」
、

「
愛

」
、
「

自

由

」

の

本

性

が

さ

し

昇

り

、

輝

く

こ

と

を

知

っ
て

い

る

。

こ

の

普

遍

的

な

魂

を

人

は

「
理

性

」

と

呼

ぶ

。

そ

れ

は

私

の

も

の

で

も

、

あ

な

た

の

も

の

で

も

、

彼

の

も

の

で

も

な

く

、

我

々

の

方

が

そ

れ

に

属

し

て

い

る

。

我

々

は

「
理

性

」

の

所

有

物

で

あ

り

、

配

下

な

の

で

あ

る

。

そ

し

て

こ

の

私

的

な

地

球

が

埋

も

れ

て

し

ま

う

青

空

、

悠

久

の

静

寂

を

備

え

、

不

朽

の

天

体

に

満

ち

て

い

る

空

が

「
理

性

」

の

象

徴

で

あ

る

。

我

々

は

知

的

に

考

え

る

と

「

理

性

」

と

呼

ぶ

も

の

を

、

自

然

と

の

関

係

で

考

え

た

場

合

に

は

「

霊

」

と

呼

ぶ

。
「

霊

」

は

「
創

造

主

」

で

あ

る

。

「
霊

」

は

自

ら

の

う

ち

に

い

の

ち

を

も

っ
て

い

る

。

そ

し

て

あ

ら

ゆ

る

時

代

あ

ら

ゆ

る

国

の

人

間

が

、

そ

れ

ぞ

れ

の

言

葉

で

そ

れ

を

「
父

」

と

し
て
表
現
す
る
。

エ

マ

ソ

ン

は

、

人

間

の

内

部

に

平

等

に

与

え

ら

れ

て

い

る

が

、

そ

れ

に

気

づ

か

な

い

で

い

る

「

理

性

」

に

目

覚

め

よ

と

述

べ

、

そ

れ

が

人

生

の

目

的

で

あ

る

と

訴

え

る

。

彼

は

ま

た

、

事

物

に

対

す

る

霊

の

優

位

を

主

張

し

、
「
理

性

」

の

目

が

開

く

こ

と

に

よ

り

、

人

間

は

事

物

の

束

縛

か

ら

解

放

さ

れ

て

自

由

に

な

り

、
事

物

よ

り

優

位

に

立

つ

こ

と

が

出

来

る

と

、次

の

よ

う

に

述

べ

る

。

自

然

が

絶

対

的

に

存

在

し

て

い

る

と

考

え

る

一

種

の

本

能

的

な

信

念

は

、



感
覚
と
蘇
り
を
知
ら

ぬ
悟
性

の
も
の
だ
。
こ
う

い
う
見
方

を
す

る
と
、

人
間
と
自
然
は
し

っ
か
り
と
結

合
し
て

い
る
。
事
物

は
究

極
で

あ
り
、

事
物

の
か
な
た

に
目
を
向
け

る
こ
と
は
決
し
て

な
い
。
「
理
性
」

が
出

現
す
る
と
、
こ
う
し
た
信
念
を
打

ち
壊
し
て
し
ま
う
。
ま

る
で
我

々
が

自
然
の
一
部
で
あ
る
か
の

よ
う

に
、
我

々
を
自
然

に
結
び

つ
け
て

い
る

感
覚
の
専
横
を
、
ま
ず
思
考

は
ゆ

る
め
よ
う
と
し
、
自
然

は
離
れ

て
い

て
、
し
か
も
い
わ
ば
浮
い
て
い
る
こ
と
を
、
我
々
に
教
え
て
く
れ
る
。

さ
ら
に

エ
マ
ソ
ン
に
と

っ
て

は
、
事
物
と
霊
と

は
完
全
に
分
離
し
て

い
る

の
で
は
な
か

っ
た
。
肉
眼
で
は
固
定
し
て

い
る
よ
う
に
見
え
る
自
然
も

、
理

性
の
目
で
見
れ
ば
、
流
動
化
し
、
透
明

に
な

っ
て
く
る
の
で
あ
る
。
事
物
を

離
れ
た
と
こ
ろ
に
霊

が
あ
る
の
で
は
な
く
、
事
物
に
霊
が
流
入
す
る
こ
と
に

よ

っ
て
、
事
物

が
変
容
し
、
霊
化
す
る
の
で
あ
る
。

君
が
君
の
生
活

を
精
神
の
な
か
に
宿
る
純
粋
な
理
念
に
従
わ
せ
れ
ば
、

た
ち
ま
ち
に
し
て
壮
大
な
可
能
性
が
開
け
て
く
る
で
あ
ろ
う
。
事
物

に

お
け
る
革
命
も
、
い

っ
た
ん
霊
が
流
入
す
れ
ば
、
こ
れ
に
呼
応
し
て
起

こ
る
だ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
し
て
「
理
性
」

の
目
が
開
く
こ
と
に
よ
り
、
人
間
は
新
し
い

目
で
世
界

を
見

る
よ
う

に
な
る
。

エ
マ
ソ
ン
が
訴
え
る
「
だ
か
ら
君
自
身
の

世
界
を
打
ち
立
て
な
さ
い
」
と
は
、
事
物
を
中
心
と
し
た
世
界
を
「
捨
象
」

す

る
の
で

は
な
く
、
「
克
服
」

す

る
こ
と

に
よ

っ
て
、
「
魂
」
（
ｓｏ
ｕ
ｌ）

を
中

心
と
し

た
世
界
を
再
構

築
す

る
こ

と
を
意
味
し

て
い
る
。

四
　

朱

子

の

「

理

」

と

エ

マ

ソ

ン

の

”
Ｒ
ｅ
ａ
ｓ
ｏ
ｎ
”
の
比
較
的
考
察

最

後

に

、

朱

子

の

「
理
」

と

エ

マ

ソ

ン

の
"

Ｒ
ｅ
ａ
ｓ
ｏ
ｎ
"

に

つ

い

て

の
比

較

的

考

察

を

試

み

て

み

る

。

ま
ず

両
者

の
類

似

点

を

挙

げ

て

み

る

。

第

一

に

、

朱

子

も

エ

マ
ソ

ン

も

、

世
界

は
現

象
界

だ
け

か

ら

成

る

と

す

る

唯

物

論

的

な

合

理

主

義

、

功
利

主

義

に

基

づ
く

世
界

観

に
反

対

し

、

事

物

か
ら

成

る
可

視

的

な
現

象

界

は
究

極
で

は

な
く

、

そ
の

背

後

に

現

象

界

を

存

在

さ

せ

る
本

源

と

な

っ
て

い

る
不

可

視

の

世

界

が

存

在

す

る

こ

と

を

示

す

た

め

に
、
「
理

」

及

び

Ｒ
ｅ
ａ
ｓ
ｏ
ｎ
"

と

い

う
哲

学

上

の
用

語

を

用

い

た

点
で

共

通
し

て

い

る
。

朱

子

は
、

事

功

学

派

の

功

利

主

義

に
反

対

し

、

ま

た
気

を

重

視

す

る
論

に

対

し

て

、

理

を

形

而

上

の

も

の

、

気

を

形

而
下

の
も

の
と

し

て

、

理

と

気

を

厳

密

に
峻

別

す

る
理

気

論

を

展

開

し

、

理

を

感

覚

に

よ

っ
て

は
と

ら

え

る
こ

と

の
出

来

な

い
超

自

然

的

な

も

の

と

し

た

。

エ

マ
ソ

ン
も

ま

た
、

当

時

の

合

理

主
義
思
想
や
機
械
論
的
自
然
観
に
反
対
し
、
”
Ｒ
ｅ
ａ
ｓ
ｏ
ｎ
”
と
”
Ｕ
ｎ
ｄ
ｅ
ｒ
-

ｓ
ｔａ
ｎ
ｄ
ｉｎ
ｇ
”

と

を

区

別

す

る
と

同

時

に

、

Ｒ
ｅ
ａ
ｓ
ｏ
ｎ
”

を

自

然

界

に

は

属

さ

ず

、

超

自

然

界

か
ら

自

然

、

人

間

に

働

き

か
け

る

「
法

」
、
「
霊

」

と

同

一

の

も

の

と

し

て

い

る
。

類
似
点
の
第
二
に
、
朱
子
の
「
理
」
も
エ
マ
ソ
ン
の
”
Ｒ
ｅ
ａ
ｓ
ｏ
ｎ
”
も
、

人

間

界

、

自

然

界

の

双

方

に

及

ぶ

統

一

的

な
原

理

で

あ

る

と

い

う

点

で

も
共

通

し

て

い

る
。

朱

子

の

「
理

」

は
、
「
所

以

然

故

」

と

し

て

生

成

・
流

行

す

る

陰

陽

の

世

界

の

存

在

の

根

拠

で

あ

る

と

同

時

に

、
「
所

当

然

則

」

と

し

て

の比較的考察(Reason)ソンの 「理性」と エマ｢理｣１　朱子 の67



道

徳

的

規

範

で

も

あ

っ

た

。

エ

マ

ソ

ン

の
"

Ｒ
ｅ
ａ
ｓ
ｏ
ｎ
”

ま

た
、

そ

れ

自

体

が

最

高

の
真

理

で

あ

り

、

万

物

の

普

遍

的

、
根

源

的
原

理

で

あ

る
と

同

時

に

、

真

理

を
把

握

す

る

た

め

に
人

間

に
賦

与

さ

れ

た

高

級

な

能
力

で

も

あ

っ

た
。
”
Ｒ
ｅ
ａ
ｓ
ｏ
ｎ
"
は
”
Ｌ
ａ
w
”
と
結
び
つ
い
て
お
り
、
エ
マ
ソ
ン
思
想
の
根

本

的

原

理

は
、

自

然

法

則

（
ｎ
ａ
ｔｕ
ｒ
ａ
ｌ
　
ｌａ
w
）

と

道

徳

律

（
m
o
ｒ
ａ
ｌ
　
ｌａ
w
）

と

の

一

致

で

あ

っ
た

。

第

三

に

、

朱
子

は

、

太

極

は
万

理

を

具

え

て

い

る
と

同

時

に

、

一

物

に

も

一
理

が

宿

っ
て

い

る

と
す

る

「

理

一

分

殊

」

の

教

義

を

唱

え

た

が

、

こ

れ

は

全

体

は

個

が

あ

っ
て

、

ま

た

個

は

全

体

の

部

分

と

な

っ
て

初

め

て

意

味

を

持

つ
と
す
る
エ
マ
ソ
ン
の
”
Ｅ
ａ
ｃ
ｈ
　
ａ
ｎ
ｄ
 
A
l
l
”
の
考
え
と
共
通
し
て
い
る
。

朱

子

に

お

い

て

個
別

理

が

絶

対

理

と

結

び

つ

い

て

ゆ

く

よ

う

に

、

エ

マ
ソ

ン

に

お

い

て

も

個

別

的

な
"

ｓ
ｏ
ｕ
ｌ
”

を

通

じ

て

自
然

、

人
間

は

普

遍

的

な

「
大

霊
」
（
Ｔ
ｈ
ｅ
　
Ｏ
ｖ
ｅ
ｒ
-
Ｓ
ｏ
ｕ
ｌ
）
と
結
び
つ
い
て
ゆ
く
。
ま
た
朱
子
は
理
と
気
と

を

峻

別

し

た
が

、

理

は

気

を

離

れ

て

は

存

在

し

得

な

い
と

も

主

張

し

た
。

エ

マ
ソ
ン
も
ま
た
、
”
Ｒ
ｅ
ａ
ｓ
ｏ
ｎ
"
　
は
超
自
然
的
性
質
を
有
す
る
が
、
自
然
及
び

人

間

精

神

を
通

じ

て

働

き

か
け

、

事

物

か
ら

分

離

す

る

の
で

は

な
く

、

事

物

を

変

容

さ

せ
、

命

を
与

え

る
霊

的

な
力

で

あ

る

と

し

て

い

る
。

こ

の

よ

う

に

朱

子

も

エ

マ
ソ

ン

も
共

に
、

合

理

主
義

的

、

功

利

主

義

的

思

想

に
反

対

し

て

い

る
ば

か

り
で

は

な
く

、

現

実

の
社

会

か

ら

遊

離

し

た

、

超

越

主

義

的

あ

る

い
は
超
絶
主
義
的
な
世
界
観
―
―
朱
子
の
場
合
は
、
仏
教
の
寂
滅
主
義
、
道

教

の
虚

無

主
義

に

対
し

て

、

ま

た

エ

マ
ソ

ン
の

場

合

は

、

超

越

主

義

の

現

実

軽
視
の
傾
向
に
対
し
て
―
―
と
も
一
線
を
画
し
、
そ
れ
を
克
服
し
、
理
念
と

現

実

と

の

間

の

均
衡

を
図

ろ

う

と
試

み

て

い

る

の
で

あ

る
。

第

四

に

、

朱

子

の

「
理

」

は

、
人

間

の

知

的

認
識

の
み

な

ら

ず

、

道

徳
的

実
践
・
行
為
と
も
結
び
つ
い
て
い
る
と
い
う
点
で
、
エ
マ
ソ
ン
の
”
Ｒ
ｅ
ａ
-

ｓ
ｏ
ｎ
”

と
顕

著

な

共

通

性

を

持

っ
て

い

る
。

朱

子

は

、

人

間

は

個

物

の

理

の

探

究

・
把

握

か
ら

始

め
て

、

太

極

た

る

万

物

の

理

に
到

達

す

る
こ

と

に
よ

っ

て

、

自

ら

の
知

を

完

成

さ

せ

る
こ

と

が

出

来

る

と
す

る

「
格

物

致

知

」

の
教

説

を

説

い

た
。

こ

こ

に
お

い

て
は

知

の
完

成

は

同

時

に

徳

の
完

成

で

も

あ

り

。

自

然

の
理

と
人

事

の
理

、

知

識

知

と

道

徳

知

は

不

可

分

に
結

び

つ

い
て

い

る
。

一
方

青

年

期

の
思

想

形

成

期

に

コ
ー

ル

リ

ッ

ジ

（
Ｓ
ａ
ｍ
ｕ
ｅ
ｌ
　
Ｔ
ａ
ｙ
ｌｏ
ｒ
　
Ｃ
ｏ
ｌｅ
-

r
i
d
g
e
,
 
１
７
７
２
-
１
８
３
４
）
の
多
大
な
影
響
を
受
け
た
エ
マ
ソ
ン
は
、
"
Ｒ
ｅ
ａ
-

ｓ
ｏ
ｎ
”
は
人
間
の
魂
に
内
在
す
る
「
道
徳
的
本
性
」
（
m
o
ｒ
ａ
ｌ
　
ｎ
ａ
ｔ
ｕ
ｒ
ｅ
）
、

「
内
な
る
神
」
（
Ｇ
ｏ
ｄ
　
w
i
t
h
i
n
）
で
あ
り
、
人
間
は
"
Ｒ
ｅ
ａ
ｓ
ｏ
ｎ
"
の
働
き
に

よ

り

、
宇

宙

の
神

を

認

識

し

、
近

づ

く

こ

と

が

出

来

る

と

し

た

。

コ

ー

ル

リ

ッ
ジ
及

び

エ

マ
ソ

ン

の

「
理

性

」

と

「
悟

性

」

の

区
別

に

関
す

る
理
解
に
は
明
ら
か
に
カ
ン
ト
哲
学
に
対
す
る
誤
解
が
み
ら
れ
る
。
両
者
は
、

理

性

を

普

遍

的

・
永

遠

的

な

理

想

を

対

象

と

し

て

い

る
点

で

は

カ

ン

ト
と

同

様

で

は

あ

る
が

、

真

理

の

直

接

的

な

把

握

を

す

る

「
知
的

直

観

」

を

認

め

て

い

る
点

に
決

定

的

な

相

違

が

み

ら

れ

る
。

こ

れ

は

両

者
が

カ

ン

ト
と

同

様

に

理

論

理

性

と

実

践

理

性

と

を

区

別

し

な

が

ら

も

、

実

践
理

性

を

拡

張

的

に
解

釈

し

、

直

感

に
近

い
意

味

で

用

い

た
こ

と

に
よ

る

。

カ

ン

ト

に

と

っ
て

は
、

エ
マ

ソ

ン

の
よ

う

に
、

人

間

の

魂
が

宇

宙

的

な

魂

と

「
直

感

」

を
通

じ

て

直

接

的

に
合

一
す

る
こ

と

を

可

能

に
す

る

「
大
霊

」
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の

よ
う

な

超

越

的

神

概

念

を

抱

く

こ

と

は

、

人

間

の

理

性

の

限

界

を

超

え

る

事
柄

で

あ

っ
た

。

カ

ン

ト
は

、

理

性

は

悟

性

の

概

念

化

す

る
働

き

を

導

き

、

超
感

覚

的

世
界

を

思

惟

の

対

象

と

す

る

こ

と

を

可

能

に

は
す

る
が

、

絶

対

的

な

も

の

に

関

す

る

「
認

識

」

を

与

え

る

こ

と

は

な

い

と

し

て

、

理

性

に

「
構

成

的
」

な

役

割

を

認

め

ず

。

純

粋

に

「
統

整

的

」

な

役

割

に
限

定

し

た
。

カ

ン

ト

は

、

人

間

の

「
経

験

」

か

ら

独

立

し

た

「
物

自

体

」

の

存

在

を

認

識

す

る

こ

と

の

思

弁

的

傲

慢

を

非

難

し

、
「
生

得

観

念

」

と

プ

ラ

ト

ン

が

イ

デ

ア

を
認
識
す
る
作
用
と
し
て
説
い
た
「
知
的
直
感
」
と
を
否
定
し
た
の
で
あ
る
。

次
に
朱
子
の
「
理
」
と
エ
マ
ソ
ン
の
”
Ｒ
ｅ
ａ
ｓ
ｏ
ｎ
”
の
相
違
点
に
つ
い
て

考
察

し

て

み

る

。

ま

ず

朱

子

の

「
理
」

に

は

事

物

を

造

る
働

き

は

一
切

認

め

る

こ

と

が

出

来

な

い

と

い

う

点

で

、

エ

マ

ソ

ン

の
"

Ｒ
ｅ
ａ
ｓ
ｏ
ｎ
"

と

は

本

質

的
に
異
な
る
。
エ
マ
ソ
ン
の
”
Ｒ
ｅ
ａ
ｓ
ｏ
ｎ
”
は
、
神
的
、
超
自
然
的
な
「
働

き
」
、
「
力

」

で

あ

っ
て

、
「
創

造
」
（
ｃ
ｒ
ｅ
ａ
ｔ
ｉｏ
ｎ
）

と

密

接

に
結

び

つ

い

て

い

る
。
し
た
が
っ
て
「
理
」
と
"
Ｒ
ｅ
ａ
ｓ
ｏ
ｎ
"
　
は
、
超
自
然
的
な
性
質
を
有
す

る

と

い

う

点

で

は

共

通

し

て

い

る

が

、
「
理

」

は

存

在

と

意

味

だ

け

の

消

極

的
性
質
を
具
え
て
い
る
に
過
ぎ
ず
、
"
Ｒ
ｅ
ａ
ｓ
ｏ
ｎ
”
の
よ
う
に
事
物
を
霊
的
に

変

容

さ

せ

、

創

造

す

る
と

い

う

能

動

的

な

性

質

を

具

え

て

は

い

な

い
点

で

明

ら

か

に

相

違

し

て

い

る
。

第

二

に
、

朱

子

の

「

理
」

は

、
「

天
」

と

一

体

化

し

た
絶

対

理

た

る

「
天

理
」

と

し

て

、

宇

宙

人

生

を

貫

く

根

源

的

な

理

法

で

あ

る
と

同

時

に
、

個

別

理

と
し

て

個

物

に

付

与

さ

れ

た

場

合

は

「
性

」

で

あ

り

、

人

間

の
み

な

ら

ず

、

動

物

、

植

物

、

事

物

に

も

内

在

し

て

い

る

と

さ

れ

て

い

る
。

そ

れ

に

対

し

て

エ
マ
ソ
ン
の
"
Ｒ
ｅ
ａ
ｓ
ｏ
ｎ
”
は
、
宇
宙
万
物
を
統
一
的
に
支
配
し
て
い
る

”
L
a
w
”
を
全
的
に
認
識
し
、
超
越
的
世
界
と
一
体
化
す
る
こ
と
が
出
来
る

よ

う

に
、

人

間

の

み

に
賦

与

さ

れ

て

い

る

高

級

な

知

的

、

道

徳
的

、

意

志

的

能

力

で

あ

り

、

動

物
、

植

物

、

事

物

に

は

賦

与

さ

れ

て

は

い

な

い
と

い
う

点

に

。

朱

子

の

「
理
」

と

の

決

定

的

な

相

違

が

認

め

ら

れ

る
。

天

か

ら

の

「
命

」

に

よ

り

、

人

間

に
賦

与

さ
れ

て

い

る

仁

義

礼

智

信

の
五

常

と

し
て

の

「
性

」

に

限

定

す

る

な

ら

ば

、

朱
子

の

「
理

」

は

、

人

間

の

道

徳

的

本
性

と

し
て
の
エ
マ
ソ
ン
の
”
Ｒ
ｅ
ａ
ｓ
ｏ
ｎ
”
と
類
似
性
を
有
し
て
い
る
と
い
え
る
で

あ

ろ

う

。

第

三

に
、

朱

子

の

「
理

」

に

は

知

的

、

道

徳

・
倫

理
的

な
性

質

が

顕

著

に

認

め

ら

れ

る
が

、

美

的

、

芸

術

的

な

領

域

と

の
直

接

的
な

関

係

を

認

め

る

こ

と

が

出

来

な

い

。

他

方

エ

マ

ソ

ン

の
"

Ｒ
ｅ
ａ
ｓ
ｏ
ｎ
"

に

は

表

象

性

が

認

め
ら

れ
、
「
想
像
力
」
（
ｉ
ｍ
ａ
ｇ
ｉ
ｎ
ａ
ｔ
ｉ
ｏ
ｎ
）
と
密
接
に
結
び
つ
き
、
詩
文
学
や
人
間

の

芸

術

的

行

為

と

も

密

接

に

関

係

し

て

い

る
。

こ

れ

は

エ

マ

ソ

ン

の

"
Ｒ
ｅ
ａ
ｓ
ｏ
ｎ
”

が

、

原

理

の

も

と

に

統

一

す

る

能

力

と

し

て

「
創

造

」

と

結

び

つ

い
て

い

る

の

に

対
し

て

、

朱

子

の

「
理
」

は

、

気

に

よ

る
万

物

生

成

と

は

次

元

を

異

に
し

な

が
ら

も

、

気

に

秩

序

を

与

え

る
原

理
と

し

て

「
生

生
」

と

結
び
つ
い
て
い
る
こ
と
に
起
因
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
コ
ー
ル
リ
ッ
ジ

の

想

像

力

説

の
影

響
を

受

け

た

エ

マ
ソ

ン

は

、
詩

芸

術
論

、

象

徴

論

を

展

開

し
た
が
、
朱
子
は
、
詩
文
な
ど
の
文
芸
に
深
い
理
解
を
示
し
な
が
ら
も
、
理

気

論

、

格

物

致

知

論
を

超

え

た

詩

芸

術

論

、

象
徴

的

言
語

論

を

自

ら

の
思

想

体

系

の

な

か

に
持

つ
こ

と

は

な

か

っ
た
。

ま

た
朱

子

の
理

想

的

人

物

像

と
し
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て
の
「
聖
人
」

に
お
い
て

は
、
知
的
・
道
徳
的
真

理
を
認
識
し
、
善
を
行
う

側
面
が
重
視
さ
れ
、
美
的
真
理

を
愛
し

、
表
現
す

る
詩

人
と
し
て

の
側
面
は

重
視
さ
れ
て

い
な
い
。

そ
れ
に
対

し
て

エ
マ
ソ
ン
に
お
い
て

は
、「
想
像
力
」

を
最
大
限

に
行
使
す

る
「
詩
人
」

は
、
彼
の
理
想
的
人

物
像
の
な
か
で
重
要

な
位
置

を
占

め
て

い
る
の
で

あ
る
。

（

１

）

『

朱

子

語

類

』

巻

一

・

一

二

（

２

）
　

同

、

巻

一

・

二

二

（

３

）
　

同

。

巻

五

・

二

四

（

４

）
　

同

、

巻

一

・

八

（

５

）
　

『

比

較

思

想

事

典

』

（

東

京

書

籍

、

二

〇

〇

〇

年

）

、

四

七

三

頁

（

６

）
　

Ｊ
ｏ

ｓ
ｅ
ｐ

ｈ

　

Ｎ

ｅ
ｅ

ｄ
ａ

ｍ

，
　

Ｓ
ｃ

ｉｅ
ｎ

ｃ
ｅ

 

ａ
ｎ

ｄ

　

Ｃ

ｉｖ

ｉ
ｌ
ｉｓ
ａ

ｔ
ｉ
ｏ
ｎ

　

ｉ
ｎ

　

Ｃ

ｈ

ｉｎ

ａ

，
 

ｖ

ｏ

ｌ
.２

　
:

Ｈ

ｉｓ

ｔｏ

ｒ
ｙ

　

ｏ
ｆ

　

Ｓ
ｃ

ｉｅ
ｎ

ｔ
ｉｆ

ｉｃ

　

Ｔ

ｈ
ｏ
ｕ
ｇ

ｈ

ｔ

（

Ｃ

ａ
ｍ

ｂ
ｒｉ

ｄ
ｇ

ｅ

　

Ｕ

ｎ

ｉｖ

ｅ
ｒ
ｓ

ｉ
ｔ
ｙ

　

Ｐ

ｒ
ｅ
ｓ
ｓ

，

１
９

５
６

」
，　
ｐ

ｐ
.

　

４
７

２

（

７

）

『

朱

子

文

集

』

巻

五

八

、

黄

道

夫

に

答

ふ

・

一

（

８

）

『

朱

子

語

類

』

巻

一

・

一

一

（

９

）
　

Ａ

ｌ
ｆ

ｒ
ｅ

ｄ

　
Ｒ
.

　
Ｆ

ｅ
ｒ
ｇ

ｕ

ｓ

ｏ
ｎ

　
ｅ

ｔ
　
ａ

ｌ
.　

ｅ

ｄ
ｓ

．
匸

Ｔ
ｈ
ｅ

　
Ｃ
ｏ

ｌ
ｌｅ
ｃ

ｔｅ

ｄ

　
Ｗ

ｏ
ｒ

ｋ
ｓ

　
ｏ
ｆ

　
Ｒ

ａ

ｌｐ

ｆ

Ｗ

ａ

ｌ
ｄ
ｏ

　

Ｅ

ｍ

ｅ
ｒ

ｓ
ｏ
ｎ

，
　

６

　

ｖ

ｏ

ｌ
ｓ
｡
　

ｔ
ｏ

　

ｄ
ａ

ｔ
ｅ

（

Ｃ

ａ

ｍ

ｂ
ｒ

ｉ
ｄ

ｇ

ｅ
:

　

Ｔ

ｈ

ｅ

　

Ｂ

ｅ

ｌ
ｋ

ｎ

ａ
ｐ

Ｐ

ｒ
ｅ

ｓ
ｓ

　
ｏ

ｆ
　
Ｈ

ａ
ｒ
ｖ

ａ
ｒ

ｄ

　
Ｕ

ｎ

ｉｖ

ｅ

ｒ
ｓ

ｉｔ
ｙ

　
Ｐ

ｒ
ｅ
ｓ

ｓ

，
　

１
９
７

１
-

」
，　
ｖ

ｏ

ｌ
。

１

，
　
ｐ

ｐ

．
　

１
８
~

１
９

．

訳

文

は

、

酒

本

雅

之

訳

『

エ

マ

ソ

ン

論

文

集

』

上

巻

（

岩

波

文

庫

、

一

九

七

二

年

）
、

斎

藤

光

訳

『

自

然

に

つ

い

て

』

「

エ

マ

ソ

ン

選

集

」

第

一

巻

（

日

本

教

文

社

、

一

九

六

〇

年

）

を

参

考

に

し

た

。

本

文

中

の

以

下

の

訳

文

も

同

様

で

あ

る

。

（

1 0

）
　

Ｉ
ｂ

ｉ
ｄ

．
，　
ｐ
.

　

３
０

．

（

1
1

）
　

Ｉ
ｂ

ｉ
ｄ

．
，　
ｐ
.

　

４
５

．

（

1 2

）
　

Ｉ
ｂ

ｉ
ｄ

．
，　
ｐ
.

　

４
５

。

（

1 3

）
　

エ

マ

ソ

ン

の

詩
"

Ｅ

ａ

ｃ

ｈ

　
ａ
ｎ

ｄ

　
Ａ

ｌ
ｌ
”

参

照

。

Ｅ

ｄ
w

ａ

ｒ

ｄ

　
Ｗ

ａ

ｌ
ｄ
ｏ

　
Ｅ

ｍ

ｅ
ｒ
ｓ

ｏ
ｎ

ｅ

ｄ

．
，

　

Ｔ

ｈ
ｅ

　

Ｃ
ｏ

ｍ

ｐ

ｌｅ
ｔ
ｅ

　

Ｗ

ｏ
ｒ

ｋ
ｓ

 

ｏ
ｆ

　

Ｒ

ａ

ｌｐ

ｆ

　

Ｗ

ａ

ｌ
ｄ
ｏ

　

Ｅ

ｍ

ｅ
ｒ
ｓ
ｏ

ｎ

，
　

１

２

　

ｖ

ｏ

ｌｓ
.

（

Ｂ

ｏ
ｓ

ｔ
ｏ

ｎ
:

　

Ｈ

ｏ

ｕ

ｇ

ｈ
ｔ
ｏ
ｎ

　
Ｍ

ｉ
ｆ
ｆ
ｌ
ｉ
ｎ

，
　
１

９
０

３
~

０
４

」
　
ｖ

ｏ

ｌ
.
９

，　
ｐ

ｐ

．
４
~

６

。

（

1 4

）
　

エ

マ

ソ

ン

が

超

越

主

義

思

想

に

接

近

す

る

契

機

と

な

っ

た

の

は

、

マ

ー

シ

ュ

（

Ｊ
ａ

ｍ

ｅ
ｓ

　
Ｍ

ａ

ｒ
ｓ

ｈ

，
　

１
７

９
４
~

１
８
４

２
」

の

編

纂

に

よ

り

一

八

二

九

年

に

出

版

さ

れ

た

コ

ー

ル

リ

ッ

ジ

の

『

内

省

へ

の

助

け

』

（

Ａ

ｉ
ｄ
ｓ

　
ｔｏ

　
Ｒ

ｅ
ｆ

ｌｅ
ｃ
ｔ
ｉｏ
ｎ

，
　

１
８
２

５
」

で

あ

っ

た

。

（

1 5

）
　

コ

ー

ル

リ

ッ

ジ

の

理

性

と

悟

性

に

つ

い

て

は

、

Ｓ

。

Ｑ

。

Ｔ
.

　

Ｓ
ｈ

ｅ

ｄ

ｄ

，
　
ｅ

ｄ
.

，

Ｔ

ｈ
ｅ

　
Ｃ
ｏ

ｍ

ｐ

ｌｅ

ｔｅ

　
Ｗ

ｏ

ｒ

ｋ
ｓ

　
ｏ
ｆ

　
Ｓ
ａ

ｍ

ｕ
ｅ
ｌ
　
Ｔ

ａ
ｙ

ｌｏ

ｒ

　
Ｃ

ｏ

ｌｅ
ｒ

ｉ
ｄ

ｇ

ｅ

，
　
６

　
ｖ

ｏ

ｌｓ
.
　
（

Ｒ

ｅ
ｐ

ｒ
ｏ
-

ｄ
ｕ

ｃ
ｅ

ｄ

　

ｂ
ｙ

　

Ｒ

ｉ
ｎ
ｓ

ｅ
ｎ

　
Ｂ

ｏ

ｏ

ｋ

　

Ｃ
ｏ
.

，
　

Ｋ

ｙ

ｏ

ｔ
ｏ

，
　

１
９
８

９

，
　

ｆ
ｒ
o
m

　
ｔ
ｈ

ｅ

　

ｆ
ｉｒ
ｓ

ｔ
　
ｅ

ｄ

ｉ
-

ｔ
ｉ
ｏ
ｎ
 
ｏ
ｆ
　
１
８
６
３
　
ｐ
ｕ
ｂ
ｌ
ｉ
ｓ
ｈ
ｅ
ｄ
　
ｂ
ｙ
　
Ｈ
ａ
ｒ
ｐ
ｅ
ｒ
　
＆
　
Ｂ
ｒ
ｏ
ｔ
ｈ
ｅ
ｒ
ｓ

，

Ｎ
ｅ
w
　
Ｙ
ｏ
ｒ
ｋ
）

，

ｖ

ｏ

ｌ
．

　
２

，
　
ｐ

ｐ

．　

１

４
３
-

５
０

参

照

。

（

1 6

）
　

カ

ン

ト

の

理

性

と

悟

性

に

つ

い

て

は

。

岩

崎

武

雄

『

カ

ン

ト

と

ド

イ

ツ

観

念

論

』

「

岩

崎

武

雄

著

作

集

」

第

二

巻

（

新

地

書

房

、

一

九

八

一

年

）

、

一

四

～

九

九

頁

、

岩

崎

武

雄

『

西

洋

哲

学

史

』

「

岩

崎

武

雄

著

作

集

」

第

三

巻

（

新

地

書

房

、

一

九

八

一

年

）

、

一

七

四

～

二

〇

四

頁

参

照

。

（

1 7

）
　

安

田

二

郎

『

中

国

近

世

思

想

研

究

』

（

筑

摩

書

房

、

一

九

七

六

年

）

に

収

め

ら

れ

た

一

篇

「

朱

子

の

存

在

論

に

於

け

る

「

理

」

の

性

質

に

つ

い

て

」

（

六

三

～

一

〇

二

頁

）

に

お

い

て

、

安

田

は

理

と

イ

デ

ア

、

ロ

ゴ

ス

と

の

類

似

点

、

相

違

点

に

つ

い

て

論

じ

て

い

る

。

（

1
8

）
　

理

性

と

想

像

力

の

関

係

に

つ

い

て

は

、

田

村

謙

二

『

コ

ー

ル

リ

ッ

ジ

の

創

造

的
精
神
―
統
一
性
、
分
裂
、
統
一
性
の
回
復
』
（
英
宝
社
、
一
九
九
七
年
）
、
一

九

七

～

二

二

八

頁

参

照

。

（

1 9

）
　

朱

子

の

文

芸

論

に

つ

い

て

は

、

林

田

愼

之

助

「

朱

子

の

文

芸

論

」

『

朱

子

學

入

門

』

朱

子

學

大

系

第

一

巻

（

明

徳

出

版

社

、

一

九

七

四

年

）
、

三

八

三

一

九

六

頁

参

照

。

（

た

か

な

し

・

よ

し

お

、

ア

メ

リ

カ

文

学

、

長

野

県

短

期

大

学

教

授

）

（

付

記

）

70



本
稿
は
平

成
十
九
年
度
日
本
学
術
振
興
会
科
学
研

究
費
補
助

金
（
基
盤
研

究
Ｃ
）
に

よ
る
研

究
成
果

の
一
部
で
あ
る
。
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