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ω

1

前

稿

「
認
識

に
お
け

る

ス
ペ

キ

エ

ス
の
役

割

に

つ
い

て
」

に
お

い
て
は

、

ス
ペ
キ

エ
ス
の
役
割

を
対

象

の
表
示

・
再

現
r
e
p
r
a
e
s
e
n
t
a
t
i
o

に

限

る

の
は
不
充

分

で
あ

り
、

そ

の
根

本

的

役

割

は
む

し

ろ
認

識
す

る
i
n
t
e
l
l
i
g
e
r
e

と

い
う

行
為
a
c
t
i
oを

ま

さ
し
く

行
為

と

し

て
成

立

さ
せ

る

吻

こ
と

で
あ

っ
て
、

ト

マ
ス

・
ア
ク

ィ
ナ

ス
の

ス
ペ
キ

エ

ス
理
論

の
正

し

い
解
釈

は

そ

の
点

に
か
か

っ
て

い
る
こ
と
を

論

じ

た
。
本

稿

で
は

、

ス
ペ

キ

エ
ス
理

論
を

一
方

に

お

い
て
イ
ギ

リ

ス
古
典

的
経
験

論
哲

学

に
お

け

る

「
観
念

の
理
論
」

と

関
係

さ

せ
、
他
方

で
は

ス

ペ
キ

エ
ス
な

い
し
は

観

ヨ

　

念

に
代

っ
て
認

識

を
説

明
す

る

た
め

に
導

入

さ

れ
る

こ
と

の
あ

る

ハ
ビ

ト

ゥ
烈
な

い
し
様

態
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n

の
理

論
と

の
関

係

を
考

察

す

る

こ
と

を
通

じ

て
、

ス
ペ
キ

エ
ス
理
論

の
意
味

あ
る

い
は
妥

当
性

に

つ
い
て

の
理
解

を
深

め

た

い
。

ス

ペ
キ

エ

ス
理
論

を

「観

念

の
理

論
」

と

の
関
係

に
お

い
て
考
察

す

る

こ
と

の
意
味

は

、

こ
れ

ら

二
者

の
間

の
哲

学
史

的
結

び

つ
き
を

あ
き

ら

ロ

か

に
す

る
こ
と

で
は

な
く

、
む

し

ろ
太
・来

の
意

味

で

の

ス
ペ
キ

エ
ス
は

「
精

神

の
う

ち
な

る
観
念
]
i
d
e
a
s
 
i
n
 
t
h
e
 
m
i
n
d

と
は
ま

っ
た
く
異

っ

た
も

の

で
あ

る

こ
と

を
示

す
と

こ

ろ

に
あ

る
。

そ

こ
か

ら
さ

ら

に
進
ん

で
、

ス
ペ
キ

エ
ス
理
論
を

主
要

部
分

と
し

て

ふ
く

む
中

世

ス

コ
ラ
哲

学

の

観

念

、

ス

ペ

キ

エ

ス

、

ハ

ビ

ト

ゥ

ス

ス
コ
ラ
的
認
識
理
論
の

一
考
察

稲

垣

良

典



か

認

識

理

論
ば

、
「
観
念

の
理
論
し

を
要

め
と
す

る
近

代
哲

学

の
認

識

理

論

と
く
ら

べ
た
場
合

、
闘

じ
人
間

的
認

識

に
か
か
わ

る

理
論

で
あ

り
な

が

ら
、

き
わ

め

て
性

格

な

い
し

は
関

心

の
次

元

を
異

に
す

る
も

の

で
あ

る

こ
と

、

そ
の
点

を
あ

き
ら

か

に
す

る

こ
と
が

本
稿

の

一
つ
の
目
標

で
あ

る
。

中

世

ス
コ
ラ
哲

学

お
よ

び
近

代
哲

学

の
認
識

理
論

に
関
し

て
、
前

稿

で
は

、
前
者

が

「
そ

の
根

本

に
お

い

て
、
知
性

と
存

在

と

の
根

源
的
連

関

に
関

す

る
洞
察

に
も

と

つ

い
て
、
様

々
の
対
象

認
識

あ

る

い
は
経

験
的
認

識

の
可

能
性

を
解

明
も

し
く

は

基
礎

づ

け
よ

う
と

す
る
試

み
」

で
あ

る

切

の
に
た

い
し

て
、
後
者

は

「
も

っ
ぱ

ら
認

識

の
生
成

を

記
述

し
、

あ

る

い
は
確

実

な
認

識

の
範
囲

を
確

定

す

る

こ
と

に

か
か
わ

る
し

と

い
う

ふ
う

に
規

定

し
た
。

さ
ら

に
、
前
者

が

「
《
認

識

す

る
》
行

為

・
現

実

態

に

つ
い

て
の
形
而
上

学

的
洞
察

」

で
あ

る
の

に
た

い
し

て
、
後

者

は

「
認

識

　

の
記
述

お
よ

び
批
判

理
論
]

で
あ

る
、

と
も

の

べ

て
い
る
。

ス
ペ
キ

エ
ス
理

論
を

正

し
く

理
解

す

る
た

め
に

は
、

ス
コ

ラ
哲

学

の
認

識

理
論

が

い

か

な
る

目
標

を
め
ざ

し

て
、

ど

の
よ
う

な
問

題
意
識

の
下

に
追

求

さ

れ
た

の
か

を
考

慮

に
入
れ

る
必

要
が

あ

る
が

、
そ

れ

は
た

し
か

に
近
代

の
認

　

識

理
論

に
お

け
る

よ
う

な
、

「確

実
性

の
探
求

]
q
u
e
s
t
 
f
o
r
 
c
e
r
t
a
i
n
t
y

に
よ

っ
て
特
徴

づ

け
ら
れ

る

、
批
判

的

な
問

題
意

識

で
は

な
か

っ
た
。

む

し

ろ

ス

コ
ラ
的
認

識

理
論

を
特

徴

づ
け

て

い
た
問
題

意
識

は

、
認
識

と

い
う

行
為

そ

の
も

の
の
可

能
姓

に
か
か

わ

る
も

の

で
あ

り

、

こ
の
可
能

性

の
根

拠
が
探

求

さ
れ

る

こ
と
を

通

じ

て
真

理

く
霧
搾
器

の
概
念

が

明
確

な
も

の

に
な

っ
た
、

と

い
え

る

で
あ
ろ

う
。

真

理
と

は
、

じ

つ
に
認

識

の
可
能
性

の
根
拠

に

た

い
し

て
与

え
ら

れ

た
名

称

に
ほ
か

な
ら

な
か

っ
た

の

で
あ

る
。

「
認

識

は
真
理

の
何

ら
か

の
結

果

で
あ
る
」
c
o
g
n
i
t
i
o
 
e
s
t
 
q
u
i
d
a
m
 
v
e
r
i
t
a
t
i
s
 
e
f
f
e
c
t
u
s

。

ト

マ
ス

『
真

理
論

』

に

ふ
く

ま

れ

て

い
る

こ

の
命
題

は

、
近
代

の
認
識

理

論

に
親

し
ん

で

い
る
者

の
耳

に
は
奇

異

に
響

く

の

で
は
な

か
ろ

う
か
。

む

し
ろ

そ

の
逆

が

正

し

い
の

で
あ

っ
て

「
真

理
は
認

識
活

動

の
成
果

で
あ

り

、
目

標

で
あ
る
」

と
言

う

べ
き

で
は

な

い

の
か

。

し
か

し
、

こ

こ
で

の
奇

異

な
感

じ

は

ス
コ

ラ
的

認
識

理
論

を
特

徴

づ

け

て

い
る
問
題
意

識

そ

の
も

の
に
由

来
す

る
も

の

で
あ
り

、

そ
れ
を

解

明
す

る

こ
と
な

し

に
は

ス
ペ

キ

エ
ス
理
論

を

正
し
く

理
解

す

る

こ
と

は
不

可
能

な

の
で
あ

る
。

ス
コ

ラ
的
認

識

理
論

の
重
要

な

一
部
分

で
あ

る

ス
ペ
キ

エ
ス
理

論

は
、

こ
れ
ま

で
様

々
の
批
判

、

あ

る

い
は
む

し
ろ

瑚
弄

に
さ

ら
さ

れ

て
き



た
。

か

つ
て
広
く

使
用

さ
れ

た

ス
コ
ラ
哲

学

教

科

書

に
よ

る
と

、
「
印
刻

さ

れ
た

ス
ペ
キ

エ
ス
、

と

い
う
考

え

に
た

い
し

て
は
多

く

の
嘲

笑

が

あ

ゆ

び
せ

か
け
ら

れ

て
き
な

」

ま
た

、
後

期

ス

コ
ラ
哲

学

の
認

識

理

論

に
関

し

て
注

目

す

べ
き
研
究

を

行

っ
た

一
著

者

は

「
ス
ペ
キ

エ
ス
説
は

ア
ラ

ビ

ァ
的
ー

ア
リ

ス
ト

テ

レ

ス
的
な

認
識

の
機

械
論

的
説

明

〉
a
r
a
b
i
c
-
A
r
i
s
t
o
t
e
l
i
a
n
 
m
e
c
h
a
n
i
c
s
 
o
f
 
c
o
g
n
i
t
i
o
n

で
あ

っ
て
、
何

ら

の
経
験

的
お

ふ

よ

び
思

弁
的

明
証

に
よ

っ
て
も

裏

付

け
ら

れ

て

い
な
い
」

と
断

定
し

て

い
る
。

こ
う

し
た

余
分

に

し

て
無

用

な
存

在
が

オ

ッ
カ

ム
の
剃

刀

に
よ

っ

て
切

り
落

さ
れ

た

の
も

当
然

だ

、
と

い
う

わ
け

で
あ

る
。

さ
ら

に
十

八
世

紀

に
お

い
て

ト

マ

ス

・
リ
ー

ド
は

ス
ペ
キ

エ
ス
説

に

つ
い
て

「
最
も

理

ハリ

ハ　

解

不

可
能

に
し

て
無
意
味

な

(学

説
)
」
「
最
大

の
不
条

理

な
代
物

の

一
つ
」

と
酷

評

し
た

。

し

か
し

、

こ
こ

で
直

ち

に

こ
れ
ら
批

判
者

は

果
し

て
本
来

の
意
味

で
の

ス
ペ
キ

エ
ス
理

論
を

正

し
く

理
解

し

て

い
た

の
だ

ろ
う

か
、

と

い
う
疑

問
が

生
じ

る
。

ス
ペ
キ

エ
ス
の
役

割

、
そ

の
存
在

論

的
身
分

、

あ

る

い
は

ス
ペ
キ

エ
ス
理

論

が
そ
れ

で
も

っ
て
語

ら
れ

て

い
る
言

語

の
特
質

な
ど

は
正
確

に

つ
き
と

め
ら

れ

て

い
た

の
で
あ

ろ
う

か
。

さ
き

に
言

及

し
た

ス
コ
ラ
哲

学

教
科

書

に
よ

る
と

、

ス

ペ
キ

エ

ス
理
論

に
た

い
す

る
批

判

は

「
こ
れ
ら

印
刻

さ
れ

た

ス
ペ

キ

エ

ス
は
何

ら
か

の
種
類

の
蒸

発
物

も

し
く

は
物

質
的

な
粒

子

で
あ

っ
て
、
そ

れ
ら

は
対

象

か
ら
放
出

さ
れ
、

感
覚

　

す

る
主
体

の
も

と
ま

で
飛
翔

し

て
く

る
も

の

で
あ

る
]

こ
と
を
前

提

と

し

て
い
た
。

後

で

ふ
れ

る
よ
う

に
、

リ

ー
ド

に
よ

っ
て
斥

け
ら

れ

た

ス
ペ

キ

エ
ス
理
論

も

、

こ
の
よ

う

に
戯

画

化
さ

れ

た

ス
ペ
キ

エ
ス
観

を
内
容

と
す

る
も

の

で
あ

っ
た
。

qの

こ
の
よ
う
な

ス
ペ
キ

エ
ス
を
め
ぐ
る
素
朴

な
誤

解
　

ト

マ
ス
は

こ
う

し

た
誤

解

の

一
例
と

し

て

ア
リ

ス
ト

テ

レ
ス
の
伝

え

る
デ

モ
ク
リ
ト

ス
説
、

a㊥

す
な

わ
ち
認

識

は

「諸

々
の

エ
イ
ド

ー

ラ
と
流
出

に
よ

る
」
p
e
r
 
i
d
o
l
a
 
e
t
 
d
e
f
l
u
x
i
o
n
e
s

「
諸

々

の
表
象

の
流

出

に
よ

る
」
p
e
r
 
i
m
a
g
i
n
u
m

d
e
f
l
u
x
i
o
n
e
s

と
す

る
説

を
挙
げ

て

い
る

は
別

と

し

て
、
通
常

、
批

判
者

た

ち

に
お

い
て

ス
ペ
キ

エ
ス
は
認

識

さ
れ

る
も

の

(事
物

、
対
象

)

と
認
識

す

る
者

(精
神

、
知

性
)

と

の
中

間

に
介
在

す

る

(
「空

間

的

に
」

と

は

い
わ
な

い
に
し

て
も
)

第

三

の
存

在
t
e
r
t
i
u
m
 
q
u
i
d

と
見

な

さ

　

れ

て

い
樹
、
と

い
え

る

で
あ
ろ

う
。

し
か

も
、

こ
う

し

た
第

三

の
存

在

と
し

て

の

ス
ペ
キ

エ
ス
は
、
何

ら

か

の
仕

方

で
精
神

の
う
ち

に
位
置

を

し

ゆ

め
、

保
持

さ
れ

て

い
魏
・

と

い
う

ふ
う

に
解

さ
れ

る
の

が

ふ

つ
う

で
あ

る
。

リ

ー
ド

に
お

い
て
は

、

ス
コ
ラ
的
認

識

理
論

に
お

い
て
知

性

の
う

ち

⑳

に
保

持
さ

れ

て

い
る
と
さ

れ
た

ス
ペ
キ

エ
ス
が

、
そ

の
ま

ま

ロ

ッ
ク

の

い
う

「
精
神

の
う
ち

に
あ

る
観

念
」

と
同

一
視

さ
れ

た
。



リ

;
ド

に
よ

る
、

(
ス

コ
ラ
的

認

識

理

論

の
)

ス
ペ
キ

エ
ス
と

「
精

神

の
う

ち

に
あ

る
観

念
」

と

の
同

一
視

は
あ

ら

た
め

て
問

題

に
し
な

け
れ

ば

な

ら
な

い
が

、
後
者

に
も

と

つ

い
て
前
者

を

解
釈

す

る

こ
と

へ
の
誘
惑

が
大

で
あ

る

こ
と
は
容

易

に
理
解

で
き

る
。

ト

マ
ス
自
身

の

ス
ペ
キ

エ

ス
理
論

の
う
ち

に
、

そ
の
よ

う
な
解

釈
を

裏

づ
け

る
よ

う
な
言

い
ま
わ

し

が
数
多

く

見
出

さ
れ

る

の

で
あ

っ
て

み
れ
ば

、
な

お

さ
ら

の

こ
と

で
あ

オ
秘

し
か

し
・

ス
ペ
キ

エ
ス
を

「
精

神

の
う

ち

に
あ

る
観

念
」

に
引
き

よ

せ

て
捉

え

よ
う

と
す

る
解

釈

は
き

っ
ぱ

り
と
斥

け

な
け

れ
ば

な
ら

な

い
。

と

り
わ

け
、

ス
ペ
キ

エ

ス
を
も

っ
て
認
識

の
直

接

的
対
象

-

意
識

内

在
的

な

対
象
1

と
見

な
す

解
釈

は

、
本
来

の

ス

コ
ラ
的

ス
ペ
キ

エ
ス
理

論

に
は
無

縁

の
も

の
と

し

て
排

除

す

る
必
要

が
あ

る
。

む

し
ろ

、
最
初

に
の

べ
た
よ

う

に
、

ス
ペ
キ

エ
ス
は
認

識

す

る
と

い
う
行

為

そ

の
も

の
の

可

能
性

を
説

明
す

る
た

め

に
導

入

さ
れ

た
も

の
で
あ

り
、
認

識

す

る
と

い
う
行

為
を

離

れ

て
は
現
実

存

在
を

有

し
な

い
、

と
し

な
け

れ
ば

な
ら

な

い
の

で
あ

る
。

皿

リ

ー
ド
と

の
関
連

で

い
う

と

、
ト

マ
ス
に
お

い

て
は
認
識

理
論

の
中

心

的
な

位
置

を

し
め

て

い
た

ス
ペ

キ

エ

ス
が

、

ス

コ
ト

ゥ
ス
に
お

い
て

は
す

で
に
そ

の
必
要
性

が

部
分

的

に
否
認

さ

れ
、

オ

ッ
カ

ム
に
お

い
て
は
全

面
的

に
否

認

さ
れ

る

に
到

る
過

程
と

、

ロ

ッ
ク
、

バ
ー

ク
リ
、

ヒ

ュ

㈱

ー

ム
と
次

第

に
論
理

的
整
合

性

を

高

め
て

い

っ
た

「
観

念

の
理
論
」

が

、

一
時

は

こ
の
理
論

に
追

随

し
た

リ

ー
ド

に
よ

っ
て
決
定

的

に
斥

け
ら
れ

る
過

程

と
は

、
ま
ず

そ

の
表

面
的

な
類
似

性

(
ス
ペ
キ

エ
ス
の
否

認
-

観
念

の
排

除

)

の
ゆ
え

に
わ

れ
わ

れ

の
注
意

を

惹
く

。

オ

ッ
カ

ム
も

リ
ー

ド
も

・

ス
ペ
キ

エ
ス
な

い
し
観

念

を

、
認
識

さ

れ

る
も

の

(事
物

)

と
認
識

す

る
者

(精
神

)

と

の
間

に
介

在

す

る
第

三

の
存
在

と

し

て
捉

え

た

上

で
、
そ
れ

を
認
識

の
説
明

の

た
め

に
は

不
必
要

な
假

構

と
し

て
斥

け

て

い
る
の

で
あ

る
。

さ
ら

に
、
オ

ッ
カ

ム
が

ス
ペ
キ

エ
ス
に
代

っ
て
、
或

る
種

の
認

識

の
成

立
を

説

明
す

る
原

理
と

し

て

ハ
ビ
ト

ゥ
ス
を

導

入
し

て
い
る

こ
と

と
、

リ

ー
ド

の
立

場

が
後

に
な

っ
て
認

識

に
関

す

る
様

態
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n

の
理

論

に
影
響

を
与

え

て
い
る

こ
と

と

の
間

の
類

似
性

も

興
味

深

い
。

す
な

⑳

わ
ち

・

こ
ん

に
ち
普
遍

的

概
念

あ

る

い
は
抽

象

的
観

念

な
ど

の
存

在

論

的
身
分

を

め
ぐ

っ
て
生
じ

る
難

問
を

回
避

す

る
た

め

に
、
そ

の
よ

う
な

い

ロ

わ
ば

「
心
的

あ
る

い
は
超

越
論

的
家
具
」
m
e
n
t
a
l
 
o
r
 
t
r
a
n
s
c
e
n
d
e
n
t
a
l
 
f
u
r
n
i
t
u
r
e

を

い

っ
さ

い
否

認

し

て
、
思

考

や
認
識

を

わ
れ

わ
れ

が
有



す

る

一
定

の
様

態
、

と
り

わ
け
言

語

的
様

態
l
i
n
g
u
i
s
t
i
c
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n

に
よ

っ
て
説

明
し

よ
う

と
す

る

試

み
が

見

出

さ
れ

る
が

、

こ
う
し

た
試

⑫⑤

み

の
先
駆
者

と

し

て
リ
ー

ド

の
名
が

挙
げ

ら
れ

て
い
る

の

で
あ
る
。

い
う
ま

で
も

な
く

、
右

で

ふ
れ

た
よ
う

な
表

面
上

の
類

似
性

か

ら

は
、

こ
の

二
者

に
よ

る

ス
ペ
キ

エ

ス
ー

観

念
否

認

が
根
本

的

に
同

一
の
性

格

の
も

の

で
あ

っ
た

、

い
わ

ば
同

一
の
哲

学

的
家

族

に
属

す

る
試

み
で
あ

っ
た

、

と
結
論

す

る

こ
と
は

で
き

な

い
。

し
か

し
、
本

稿

で
は
暫

定

的
な

仕

方

に
お

い
て

で
は
あ

る
が
、

こ
の

二

つ
の
試

み
の
間

に
は

、
認
識

す

る
と

い
う
行
為

そ

の
も

の

の
可
能
性

を

形
而

上

学
的

に
説

明
し

よ
う

と
す

る
試

み

の
放
棄

、
も

し
く

は
排

除

、
と

い
う
点

で
根

本

的
な
共

通
性

が

あ

っ
た

の

で
は
な

い
か

、
と

い
う

見

通
し
を

立

て

た
上

で
考
察

を
進

め

る

こ
と

に

し
た

い
。

⑳

W

リ

ー
ド

が

ロ
ッ
ク

、

バ
ー
ク

リ
、

ヒ

ュ
ー

ム

の

「
観
念

の
理

論
」

に
た

い
し

て
向

け

て

い
る
反
論

は

、
知
覚

、

思
考

、
あ

る

い
は
認
識

活

動

の
直

接
的

対
象

と

し

て
措

定

さ
れ

て

い
る
観

念
i
d
e
aな

る
も

の
は
、
経
験

的

に
そ

の
存

在

を
確

認

す

る
こ
と

の

で
き
な

い
假

構

に
す

ぎ
ず

、
ま

た

わ

れ
わ

れ

の
知

覚

、
思
考

、
認

識

な
ど

の
活

動

の
解
明

に
も

な
ん

ら
寄

与

す

る
と

こ
ろ

は
な

い
、
む

し

ろ

「観

念
」

と

い
う
言
葉

に
何

ら

か

の
意

㈱

味

を
持

た

せ
る

こ
と
が

で
き

る
と

し

た
ら

、
そ
れ

は
右

の
活

動

そ

の
も

の
を
指

す
と

解

し
た
場

合

の

み
で
あ

る
、

と

い
う
点

に
盤

き

て

い
る
。

さ

ら

に

一
言

付

加
す

る
な

ら
ば

、

バ
ー

ク
リ

や

ヒ

ュ
ー

ム
に
お

い
て
見
出

さ

れ

る
、
外

界

の
事
物

が

(そ

れ
ら

を
知

覚
す

る
精

神

か
ら
独

立

で
あ

る

よ
う
な

)

そ
れ
自
身

の
存

在

を
有

す

る

こ
と

の
否

定

、
お

よ
び
精

神

な

る
も

の
は
急

速

に
現

れ

て
は
消

え

て

い
く

、
様

々
の
印
象

や
観

念

の
系
列

な

い
し
束

に
す
ぎ

な

い
、

と

い

っ
た
逆

説
的

な
結

論

は
、
「
観

念

の
理
論

」
を

受

け

い
れ

た

こ
と

か
ら

の
論

理
的

帰
結

で
あ
り

、
そ

の
こ
と

は
当

の

⑳

前

提

に
た

い
し

て
疑
念

を
抱

か

せ

る
に
充
分

で
あ

る
、
と

い
う

の
が

リ

ー
ド

の
議
論

で
あ

る
。

こ
こ

で
は
リ

ー
ド
が

ロ
ッ
ク

、

バ
ー

ク
リ
、

ヒ

ュ
ー

ム
そ
れ

ぞ
れ

の
認

識

理
論

に

つ
い
て
行

っ
て

い
る
批

判

的
議
論

、

お
よ

び
そ

れ
ら

議
論

の

な
か

に
ち

り
ば

め
ら

れ

て

い
る
数

々
の
洞
察

お

よ

び
鋭

い
皮

肉

、

な
ど

に
立

ち
入

る

こ
と
は

で
き

な

い
。
重

要

な

の
は
、

こ
れ

ら
三

人

の
哲

学
者

に
と

っ
て
自

明
的

で
あ

っ
た
命

題

、
す

な
わ

ち

、
「
わ
れ

わ

れ

の
思
考

な

い
し
認

識

の
直

接

的

対

象

は
わ

れ
わ

れ

の
精

神

の
う

ち
な

る
観

念

で
あ



る

」
、
も

し
く

は

「精

神

に
た

い
し

て
現
存

す

る

の
は
観

念

(表

象

、
知

覚
)
の

み
で
あ

る
一

と

い
う
命

題

は

リ
ー

ド
に

と

っ
て
は
決

し

て
明
白

な

鰯

も

の

で
は
な

く

、
直
ち

に
不

条
理

と

は

い
え
な

い
と

し

て
も
、

き
わ

め

て
あ

り
う

べ
か
ら
ざ

る
も

の
と
思

わ
れ

た

、
と

い
う

こ
と

で
あ

る
。

こ
の

こ
と

は
単

な

る
誤
解

と

し

て
片
付

け

る

こ
と
は

で
き
ず

、
む
し

ろ

こ
れ
ら

三
人

の
哲

学

者
と

り

ー
ド

に
お

け

る
問
題

意
識

の
相

違

に
ま

で
さ

か

の

ぼ

っ
て
説
明

し
な

け
れ

ば
な

ら

な

い
で
あ

ろ
う
。

リ
ー

ド

に
よ

る
と
、

わ
れ

わ
れ

の
精

神

の
基
本

構
造
c
o
n
s
t
i
t
u
t
i
o
n

そ

の
も

の

に
由

来

す
る

と

こ
ろ

の
根

源

的

で
自

然

的

な
判
断
o
r
i
g
i
n
a
l

a
n
d
 
n
a
t
u
r
a
l
 
j
u
d
g
m
e
n
t

、

つ
ま
り

人

類

の
常
識
t
h
e
 
c
o
m
m
o
n
 
s
e
n
s
e
 
o
f
 
m
a
n
k
i
n
d

が
告

げ

る

の
は

、

一
般

に
知

覚

、
思
考

、
認

識

な
ど

の
精
神

的
活

動

は
、
活

動
す

る
精

神
m
i
n
d
 
t
h
a
t
 
o
p
e
r
a
t
e
s

、
精

神

の

活

動
o
p
e
r
a
t
i
o
n
 
o
f
 
t
h
e
 
m
i
n
d

、
当

の

活

動

の
対

象
o
b
j
e
c
t
 
o
f

t
h
a
t
 
o
p
e
r
a
t
i
o
n

の
三
者

か
ら

成

立

し

て

い
る
、

と

い
う

こ
と

で
あ

る
。
第

四

の
要

素

と
し

て
観

念
i
d
e
a
な
る
も

の
を
導

入
し

て
も

そ
れ

が
何

で
あ

る
か
は

説

明

で
き
ず

、
ま

た
第

ご
と

第
三

の
要

素
を

混
岡

し

て
そ

れ
ら

が

一
つ
の
も

の

(す

な
わ

ち
観

念
)

で
あ

る
と

主
張

さ
れ

る
な
ら

ば

、

そ
の
よ

う
な

説

は

「
私

が
私

自
身

の
精

神

の
活

動

に

つ
い

て
発

見

し
う

る
す

べ
て

の
こ
と
が

ら

と
完

全

に
相
容

れ

な

い
も

の
で

あ
り
、

ま

た
す

べ

㈱

て
の
欝

語

の
構
造

に

お

い
て
表

萌
さ

れ

て

い
る
と

こ
ろ

の
人
類

の
常

識

と
も
相

容

れ
な

い
」

と

ジ
ー

ド
は

結
論

す

る
。

右

の
三

つ
の
要

素

の
区
別

は

、
わ

れ
わ

れ
が

す

べ
て
の
分
析

を

そ

こ
か
ら
出

発

さ

せ
な

け
れ
ば

な
ら

な

い
根

源
的

な
所

与

と
し

て

の

「
人
類

の

常

識
」

に
も

と

つ
く
も

の

で
あ

り
、
わ

れ

わ
れ

の
本
性

の
基
本

構
造

そ

の
も

の

に
根
ざ

す
区

別

で
あ

る
か

ら
、

そ
れ

を
証

明

す
る

こ
と

は

で
き
な

い
。

と

こ
ろ
が

、
デ

カ

ル
ト
以
降

「
観

念

の
道
」
W
a
y
 
o
f
 
I
d
e
a
s
 

を
択

ん
だ

哲

学
者

た

ち
は

こ

の
区

別

を
無
視

し

て
、
本
来

は

対
象

に

つ
い
て

の
思
考

・
認

識
活

動
を

意
味

す

る
も

の

で
あ

っ
た

「観

念
」
i
d
e
aを
も

っ
て
、
対

象
を

表
象

も

し
く

は
表
示

す

る
存

在
e
n
t
i
t
y、
す

な
わ

ち
直

接

的
対

象

と
見

な
し
、

つ
い

に
は

「
観

念
」

が
精

神

、

そ

の
活

動

、
お

よ
び

対
象

の
す

べ
て

に
と

っ
て
代

る

に

い
た

っ
た
。

こ

の
こ
と

は

ヒ

ュ
ー

㈱

ム

に
お

い
て
あ
き

ら
か

に
見

て
と
ら

れ
る

と

こ
ろ

で
あ

っ
て
、

そ

こ

で
は

「
観

念
し

は

「
精

神

、
知
覚

、
対

象

の
す

べ
て
を

一
つ
に
し

た
も

の
」

m
i
n
d
 
p
e
r
c
e
p
t
i
o
n
,
a
n
d
 
o
b
j
e
c
t
 
a
l
l
 
i
n
 
o
n
e

で
あ

る
。

し

か
し

、
そ

う
な

る
と

、

そ

の
上

に
印

象

が
刻

み

つ
け
ら
れ

、

そ

の
う
ち

に
観

念

が

鋤

締

見
出
さ
れ
る
べ
き
基
体
と
し
て
の
精
神

あ
る
い
は
自
ら
の
観
念
や
印
象
を
整
理
す
る
力
を
も
つ
精
神
も
存
在
し
な
い
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
観
念



に

つ
い
て
語

る
こ
と
自

体

無
意
味

に
な

る

の
で
は
な

い
か
、

と

い
う

の
が
リ

ー
ド

の
批
判

で
あ

る
。

裏

か
ら

い
え
ば

、
リ

ー
ド

は
精
神

、

そ

の
活
動

、
当

の
活

動

の
対
象

と

い
う

三

つ
の
要

素

に
よ

っ
て
知

覚

、
思

考

、
認
識

の
成

立
を

充
分

に
説

明

し
う

る
、

と

の
立
場

を

と

っ
て
い
る
。

い

い
か

え

る
と
、

直
接

的
対

象

と
し

て

の
観

念

を
想

定
す

る

こ
と

な
し

に
、

精
神

と
対
象

と

の
間

の
直

G⑤

接

的

交
渉
 

を

肯
定

す

る

こ
と
が

で
き

る
、

と

か
れ

は
主
張

す

る
。

こ

の
こ

と
は

か
れ

に
よ

る

「
ア
リ

ス
ト

テ
レ

ス
ー

ス

コ
ラ
哲

学

の

ス
ペ
キ

エ
ス
理
論

」

の
解

釈

お
よ

び
評
価

に
お

い
て
あ

き
ら

か

に
見

て
と
ら

れ

る
。

リ

ー
ド
が

紹
介

す

る

ス
ペ
キ

エ

ス
理
論

は

、

実

は

デ

モ
ク
リ

ト

ス
流

の

エ
イ
ド

ー
ラ
流
出

論

で
あ

っ
て
、

ス
コ
ラ
的

な

ス

ペ
キ

エ

ス
理
論

で
は
な

い
。

す
な

わ

ち
、
表

象
も

し

く
は

ス
ペ
キ

エ

鈎

ス
が
外

的
対
象

か
ら
流
出

し
、
感

覚

を
通

じ

て
受

け
入
れ

ら

れ
、
精

神

に
到

達
す

る

、
と

い
う

の
が

そ

の
内

容

で

あ
る
d

リ

ー
ド

に
よ

る
と

、

こ

の
不
条

理
な

学
説

の
う

ち
、

対
象

か

ら

の
流

出

と

い
う
側

面

は

デ
カ

ル
ト

に
よ

っ
て
効

果
的

に
反
駁

さ

れ

た
が

、
精

神

の
う

ち
な

る
観

念

と

い
う

⑬⑳

側

面
は

そ

の
ま
ま
継

承

さ
れ

た

の

で
あ
る
。

と

こ
ろ

で
、

こ

の
よ
う

な

ス
ペ
キ

エ
ス
理
論

が
目

ざ

し

て

い
た

の
は
、
精

神

と
対
象

と

の
接
触

を
確

立

す
る

こ
と

で
あ

る
と
考

え

ら
れ

た

と

こ
ろ
か
ら

、
精

神

と
対
象

と

の
間

の

「
直
接

的
交

渉
」

を
肯

定

す

る
リ

ー
ド

が
、

ス
ペ
キ

エ
ス
の
よ
う

な

媒

介

に
何

の
意

味
も

認

め
な

か

っ
た

の
は
当

然

で
あ

る
と

い
え

よ
う

。

し
か

し
、
現

実

の
認

識

活

動

に
お

い
て
精

神
が

対
象

に
到

達

し

て
い

る
こ
と

、

そ
の
意
味

で
の

「
直
接

的

交
渉
」

を

肯
定

し

た
と

し

て
も

、

こ

う

し
た

「
到

達
」

「
直
接

的

交
渉
」

の
可
能
性

は
何

ら

問
題

で
は
な
く

、
何

ら

の
説

明
も

必
要

と

し
な

い
と
言

え

る

で
あ

ろ
う
か

。
い
い
か
え

る
と

、

わ
れ

わ
れ

は

こ

の
よ
う
な

活
動

を
単

に

「
活

動
」

あ

る

い
は

「
行

為
」

と
呼

ぶ
こ
と

で
終

り

に
す

る

こ
と
が

で
き

る

で
あ

ろ
う
か

。

そ
う

で
は
な

い
、

と
言

わ
ざ

る
を

え
な

い
。

む

し
ろ
現

実

の
認
識

活

動

に
お

い

て
精

神

が
対
象

に
到

達

し
う

る
と

い
う

こ
と
、

い
い
か
え

る
と

意
識

と
存

在
が

何

ら

か

の
仕

方

で
合

一
し

う

る
と

い
う

こ
と

は
、
わ

れ

わ
れ

を
大

き
な

驚
異

の
感

情

で

み
た
し

、
そ

の
探

求

へ
と

か
り

た

て
ず

に
は
お

か
な

い
の

で
あ

る
。

お
そ

ら
く

、
認
識

理

論

の
う
ち

に

「
ス
ペ
キ

エ
ス
」

や

「
観

念
」

の
よ

う

な

「
心
的

、
超
越

論

的
家
具

」

が
導

入

さ
れ

た

の
は
、
も

と

㈲

も

と

そ
う

し
た
認

識

と

い
う
活

動
あ

る

い
は
行

為

の
特
異

な
本

性

を
説

明
す

る
た

め

で
は
な

か

っ
た

の
か
。

こ
の
よ

う

に
見

て
く

る
と

、
リ

ー
ド

に
よ

る

「
観

念

の
理
論

」
批

判

は
、
認

識

す

る
と

い
う
行

為

そ

の
も

の
の
可

能
性

、

い

い
か

え

る
と
認

識

と

い
う
行

為

の
特
異

な
本

性
を

、
形

而



上

学
的

に
説

明

し
よ

う
と

す

る
試

み
の
放
棄

、

と

い
う
側

面
を

ふ
く

ん

で

い
た
よ

う

に
思
わ

れ

る

の
で
あ

る
。

結
論

的

に
は

、
り
ー

ド
に
よ

る

「
観
念

の
理

論
」

批
判

に
は

二

つ
の
側

面
i
l

積
極

的

と
否
定

的
ー

が
認

め
ら

れ

る
。

か
れ

が
認
識

の
直
接

的
対
象

と

し

て

の
観

念
を
斥

け

て
、
認
識

の
活

動

そ

の
も

の
を
構
成

す

る

か
ぎ

り

で
の
観
念

の
み
を
認

め

て
い
る

の
は

、
そ

の
積

極
的

な
側

面

で

あ

り
、
わ

れ
わ

れ
自
身

認

識

の
活
動

を

ふ
り

か
え

る

こ
と
を

通

じ

て
そ

の
正
し

い
こ
と
を
確

認

で
き

る
。

こ
れ
は

か
れ

の

「
常
識

」
哲

学

の
健
全

さ
を
示

す

も

の
と

い
え

よ
う
。

他
方

、

か
れ

が
認
識

活

動
そ

の
も

の
の
可
能

性

を
探
求

し

て

い
な

い
の

は
、

そ

の
否

定

的
な

側
灘

で
あ

っ
て
、

そ

こ
に
か

れ

の

「
常
識

」
哲

学

の
限
界

を
認

め
る

こ
と
が

で
き

る

で
あ

ろ
う

。

W

さ
き

に
ふ

れ
た
よ

う

に
、

ス
ペ
キ

エ
ス
ー

と

く

に
断

ら

な

い
か

ぎ
り

可
知

的

ス

ペ
キ

エ

ス
 

を

め

ぐ
る

ト

マ

ス
の
議

論

の
な

か

に
は
、

か
れ

が
語

っ
て

い
る

ス
ペ
キ

エ
ス
は
後

の

「
観

念

の
理
論

」

に
お

け

る
観

念

そ

の
も

の

で
は

な

い
の
か

、
と

い
う
疑

念

へ
と
誘

う
言

い
ま
わ

し
が
数

多

く

ふ
く
ま

れ

て

い
る
。

と
く

に
、

ス
ペ
キ

エ
ス
が

あ

た
か
も

知
性

と
事

物

と

の
間

に
介
在

す

る
第

三

の
或

る
も

の

で
あ

る
か

の
よ

う
な

誤

解

に

導

き

易

い
箇

所

が
多

い

こ
と
は
否

定

で
き

な

い
。
た

と
え
ば

、

ス
ペ
キ

エ
ス
は

「認

識

さ
れ

る
と

こ
ろ

の
も

の
し

㈱

　
つ
ま

り

「
事
物

」

話

。。
で

は
な
く

、
「
そ

れ

に
よ

っ
て
認

識

が
為

さ
れ

る
と

こ
ろ

の
も

の
」
 

で
あ

き
ノ

　

ユ

る

り

、
事
物

の

「類
似
」
　

で
あ

っ
て
、
そ

れ
は

「精

神

の

う
ち

』
 

あ
る
、

と

い
わ

れ
る
。

ま

た
、

ス
ペ
キ

エ
ス
憾

対
象

　

を

そ

の
種

的

本

性
 

あ

る
い
は
何

性
 

に
関
し

て

の
み
再

現

・
表

示

す

る
 

と
も

い
わ
れ

る
。

さ
ら

㈹

に
、

ス
ペ
キ

エ
ス
が

(可

能

的
)

知
性

に
よ

っ
て

「
受

け

と
ら
れ

る
」

と

い
う
欝

い
方
も

し
ば

し
ば

く

り
か

え
さ

れ

る
。

と
く

に
最
後

の

「
受

け
と

る
」

と

い
う
言

葉

に
関

し

て
、

ス
ペ
キ

エ

ス
流

出

説
を

生

み
だ

す
危
険

が

ひ
そ

ん

で

い
た

こ
と
は

た
し

か

で
あ

る
。

何

か
が

「
受

け
と

ら
れ

る
」

以
上

、

そ
れ
を

「
与

え

る
」
も

の
が
存

在
す

る
は
ず

で
は

な

い
か
。

そ
れ

は
当

然

、
惣

識

さ

れ

る
事

物

で
あ

り
、

ス

　

ペ
キ

エ
ス
は
そ

こ
か
ら
流

出

し

て
、
知

種

へ
と

移
動

し
、

知
性

に
よ

っ
て

「
受

け

と
ら

れ

る
」

の
で

は
な

い

の
か
。

い
う

ま

で
も

な

く
、

こ
の
よ

う
な
解

釈

は

「
受

け
と

る
」

と

い
う
言

葉
を

何
か
物

体

が

受
け

と
ら

れ

る
場

合

に
も

と

つ

い
て
理

解
す

る

こ
と

か
ら

生

じ
た
誤

解

で
あ

る
が
、

ト



マ
ス
自

身

の
言

い
ま
わ

し

の
う

ち

に
そ
う

し
た
誤

解

を
生

み
だ

す
危

険

が

ひ
そ
ん

で

い
る

こ
と
は

た

し
か

で
あ

る
。

す
な

わ
ち

、
「
類

似
」

「
再

現

・
表
示

」

「
精
神

の
う

ち

に
あ

る
」

「
受
け

と
ら

れ

る
」

な

ど

の
言

葉

が

ス
ペ
キ

エ
ス
と

の
関
係

で
語
ら

れ

る

の
を

聞

く
と

き

、

ス
ペ
キ

エ
ス
は
本

来

的

な
対
象

で
は
な

い

に
し

て
も

、
精

神

の
う

ち

に
あ

る
事
物

の
類

似

、
模
写

、

つ
ま

り
観
念

で
あ

っ
て
、
そ

れ
が

ま
ず

形
成

さ
れ

た
上

で
、
そ

れ

の
媒

介

に
よ

っ
て
認
識

が
成
立

す

る
、

と

い
う

ふ
う

に
ト

マ
ス
が

考

え

て

い
た

こ
と

は

ほ
と
ん

ど
動

か

し
が

た

い
よ
う

に
思

わ
れ

て
く

る

の

で

あ
る
。

し

か
し

、

こ
の
よ

う
な
解

釈

は
誤

り

で
あ

る
。

こ
う

し
た
解

釈

は

ス
ペ
キ

エ
ス
理
論

を
も

っ
て
、
認

識

が
ど

の
よ

う
な

過

程
を

へ
て
成

立
す

る

か

に
関
す

る

一
種

の
記
述
ー

経

験

科
学

的
、

心
理

学
的

記
述

と
同

一
レ
ヴ

ェ
ル
に

お
け

る

た
ら

し

め

る
も

の

で
あ

る

が
、

ト

マ
ス
が
意

図

し
た

の
は

け

っ
し

て
そ

の
よ
う

な
記
述

的

説
明

で
は
な
か

っ
た
。

こ

の
点

に
関
す

る

マ

ッ
ケ
イ
ブ

の
指

摘

は
き

わ

め

て
適

切

で
あ

る
と
思

う
。

「
そ
れ

は
、

わ
れ

わ
れ

が
そ

れ

で
も

っ
て
理

解
を

な

し
と
げ

る

と

こ
ろ

の
過

程
ー

か
り

に
そ

の
よ
う

な
過

程
な

る
も

の

が
あ

る
と

し

て

の
記

述

で
は
な

い
。

そ

れ
は
平

凡
き

わ
ま

る

こ
と
　

で
あ

る
ー

そ
れ

が
言

い
あ

ら
わ

し

て

い
る

の
は
次

の

こ
と

に

つ
き

る
。

『
私

㈲

が

牛

の
本
性

を
認

識

す
る
と

き

に
私

の
精
神

の

う
ち

に
あ

る

の
は
、
牛

の
本

性

な

の
で
あ

っ
て
、
他

の
何

物

で
も

な

い
』。
」

ス
ペ
キ

エ
ス
を
受

け
と

る
、

と
は

、
け

っ
し

て
事
物

の
模
写

、
観

念

、
概
念

の
よ
う

な
も

の
を

受

け
と

る

ま

し

て
、

そ
う
し

た
も

の
が

流

入
す

る
ー

こ
と
を
意
味

し
な

い
。

そ
う

で
は

な
く

、

そ
れ

は
単
純

か

つ
平
凡

に
、
知
性

が
事

物

の
本

性

そ

の
も

の
に
よ

っ
て

「
動

か

さ
れ

る
」

こ
と

、
そ

の

こ
と
を

意

味

す

る
。

ト

マ

ス
は

こ

の
点

を
　

お
よ

び
　

な
ど

の

言

葉

で
言

い
あ
ら

わ

切

し

て

い
る
d

こ
こ

で
、

こ
の
よ

う
な
言

葉

が
用

い
ら

れ

て

い
る
か
ら

と

い

っ
て
、
知

性

が
受

動
的

に
事
物

の
本
性

に
関
係

づ

け
ら
れ

て
い
る

か

の

よ
う

に
想
像

し

て
は

な
ら

な

い
。

受

け
と

る
と

い
う

こ
と

は

た
し

か

に
受
容

的
能

力

。
碧

㊤
。
一寅
ω
を
前

提

す

る
が
、

い
ま

の
場
合

、
受
容

的
能

力

は
高
度

の
能

動
性

を

ふ
く
む

も

の

で
あ

る
。
む

し

ろ
、

こ

こ
で
注
目

し

な
け

れ
ば

な
ら

な

い
の
は

、

ス
ペ
キ

エ
ス
を

受

け
と

る
と

は
、

そ

こ
で
何

ら

か

の
明
確

な

、
言
語

化

さ
れ

た
認
識

が
成

立

す

る

こ
と

で
は
な
く

、

何
ら

か

の
外

的

な

る
も

の
に

よ

っ
て
知
性

が

動

か
さ

れ
る

こ
と

、
そ

の

こ

と
を
意
味

す

る
、
と

い
う

こ
と

で
あ

る
。

ひ
と

つ
の
重
要

な

テ
ク

ス
ト

を
引

用
し

よ
う

。



「
或

る
も

の
の
う

ち

に
受

け

と
ら

れ
た
形

相

が
、
自

分

が
そ

の
う

ち

に
受

け
と

ら
れ

た
と

こ
ろ

の
も

の
を

動

か
す

と

い
う

の

で
は

な
く

、

こ
う

し

た
形
相

を
も

つ
こ
と
自

体

が
、
動

か

さ
れ

る
と

い
う

そ

の

こ
と

で
あ

っ
て
、

そ

の
も

の
が
動

か
さ

れ

る

の
は
外
的

な
作

動
因

に
よ

っ
て
で
あ

る
…

…
知

性

は
す

で

に
受

け

と
ら

れ
た

ス
ベ
キ

エ
ス
に
よ

っ
て
、
も

し
く

は
そ

の

ス
ペ
キ

エ

ス
に
と

も
な

う
真

く
Φ
2

ヨ

に
よ

っ
て
動

か

さ
れ

る
の

で
は
な
く

、
む

し

ろ
知
性

に
た

い
し

て
自
ら

を
印
刻

す

る
と

こ
ろ

の
或

る
外

的

な
も

の

に
よ

っ
て

た
と

え
ば

能
動
知

性

、
あ

る

い
は

㈹

感
覚

表
象

、
も

し
く

は
他

の
何

か

そ

の
よ
う

な
も

の

動

か

さ
れ

る

の
で
あ

る
。」

こ

の
テ
ク

ス
ト
に
は
様

々
な
解
釈

を

必
要

と
す

る
問

題
が

ふ
く

ま
れ

て

い
る

が
、

さ
し

あ

た
り
、

ス
ペ
キ

エ
ス
を
受

け
と

る

と

い
う

こ
と

は

、
何

か
事
物

そ

の
も

の
に
代

る

べ
き
表
象

あ

る

い
は
代

理
者

の

ご
と
き
も

の
を
受

け
と

る

こ
と

で
は

な
く

、
事
物

の
本

性

そ

の
も

の

に
よ

っ
て
触

れ
ら

れ

る

も

し
く

は
そ

れ

に
触

れ

る

こ
と
を

意
味

す

る
、

と

い
う

こ
と
だ

け
を
確

認

し

て
お

こ
う
。

い

い
か

え

る
と
、

ス
ペ
キ

エ
ス
そ

の
も

の
は
言
語

化

さ
れ

な

い
の

で
あ

っ
て
、
言

語

化

さ
れ

る
観
念

あ

る

い
は
概

念

(判
断

も

ふ
く

め

て
)

と

は
区

別
し

な

け
れ
ば

な
ら

な

い
。

ト

マ

ス
に
よ
る

と
、
知

性

は

ス
ペ
キ

エ

ス
を
受

け

と

っ
た
後

に
お

い

て
、
謄.口
語
化

さ
れ

る

と

こ
ろ

の
諸

々
の
観

念

お
よ

び
概

念
を

形

成

す

る
の

で
あ

っ
て
、
そ

れ
ら

と

ス
ペ
キ

エ
ス
そ

の
も

の
と
を

同

一
視

す

る
こ

と
は

で
き

な

い
の

で
あ

る
。

「∋
.[
葉

は
可

知

的

な
る

ス
ペ
キ

エ

ス
そ

の
も

の
を
表

示

す
る

の

で
は
な

く
、

む
し

ろ
知
性

が
外

的

な
諸

事
物

に

つ
い
て
判
断

を

下

す
た

め

に
自

ら
形

成

す

る
と

こ

㈲

ろ

の
も

の
を
表
示

す

る

の

で
あ

る
。」

こ
の
よ

う

に
、
ス
ペ
キ

エ
ス
理
論

は
け

っ
し

て
観

念

の
形
成

、
知
性

に
よ

る
そ
れ

の
受
容

、
そ
し

て

こ
の
受

容

さ
れ

た
観

念

が
知
性

と
事

物

と
を

媒
介

す

る
、

と

い

っ
た

過
程

を
想

定
す

る

こ
と

に
よ

っ
て
認

識

を
説

明

し
よ

う
と

す
る
も

の
で
は

な

い
。

W

で
は

ス
ペ
キ

エ
ス
理

論
が

目
ざ

し

て

い
る

の
は
ど

の
よ

う
な

こ
と

な

の
か
。

そ

れ
が
説

明

し
よ

う
と

す

る
の

は
何

で
あ

る
か
。

私

の
解

釈

で

は

、

ス
ペ
キ

エ
ス
理

論

は
わ
れ

わ

れ
が
何

ら

か

の
事

物

の
本
性

た
と

え
ば
三

角
形

の
定

義

が
意
味

す

る
も

の

、
あ

る

い
は
人
間

の
本

性

、

つ

ま

り
そ
れ

な

し

に
は
或

る
人
間

に

つ
い
て
為

さ
れ

る
あ

ら

ゆ
る
述

語
づ

け

が
意
味

を
も

た

な

い
よ
う

な
、

人
間

に

つ
い
て

の
基

本
的

理
解
1

を

何

ら
か

の
認
識

・
思

考
努

力

に
よ

っ
て
洞
察

し
た

と
き

、
わ

れ
わ

れ

は
同
時

に
、
自
分

が

当

の
事

物

の
本
性

そ

の
も

の
に
到

達
し

て

い
る

こ
と
、



⑳

い

い
か

え

る
と
当

の
事
物

の
本

性

と

一
体
化

し

て

い
る
と

の

「
経

験
」

を
有

す

る

こ
と
を
前

提

と
し

て

い
る
。

こ
の

「経

験
"

は

さ
き

の

マ
ッ
ケ

イ
ブ
論
文

か

ら

の
引

用

に
お

い
て

「
平

凡
き

わ
ま

る

こ
と
」

と
言

わ
れ

て
い
た
も

の
に

あ
た

る
。

そ

れ

は

べ

つ
に
神

秘

的
な
合

一
の

「
経
験
」

で

は

な

い
。

む

し
ろ

そ
れ

は
、
わ

れ

わ
れ

が
事
物

の
本
性

に
到

達
す

る

た
め

に
為
す

と

こ
ろ

の
す

べ
て
の
認
識

・
思
考
努

力

が

ひ
と
ま

ず
成

就

さ
れ

㈹

た

こ
と

、
そ

の
終
極

に
達

し

た

こ
と

の

「
経
験

」

に

ほ
か
な

ら
な

い
。

い
い
か

え
る

と
、
認

識

・
思

考
努

力

と

い
う
様

々

の
試

行
錯

誤

と
動
揺

を

ふ
く

む
運

動

が

ひ
と

ま
ず

静
止

に
達

し

た

こ
と

の

「
経
験

」

で
あ

る
。

そ

こ
に
お

い
て
、
わ

れ
わ

れ

は
当

の
事
物

が

し

か
じ

か

の
本
性

「
で
あ
る
」

こ
と
と

、
そ

れ

に

つ
い
て

の
わ

れ
わ

れ

の
判
断

の

「
で
あ

る
」

と

が
完

全

に
重
な

り

、

一
で
あ

る

こ
と
を

「
経

験
」

す

る
、

と
言

う

こ

と
も

で
き

㈱

る

で
あ
ろ

う
。

そ
れ

は
ま

さ
し

く

「
知
性

と
事
物

と

の
合

致
し
、

す
な
わ

ち
真

理

く
巽

詳
霧

の

「
経

験
」
で
あ

る
。
こ
れ
は

す

べ
て
の
認

識

を
認
識㈹

と

し
て
成

立

さ
せ

て

い
る
根
拠

の

「
経
験
」

で
あ

っ
て
、
「
現

実
態

に
お

い
て
可
知

的

な

る
も

の
は
現
実

態

に

お
け

る
知
性

(
と
同

一
)

で
あ

る
」

と

い
う
命

題

は
こ

の

「
経
験

」

を
言

い
あ

ら
わ

し

た
も

の

に
ほ
か

な
ら

な

い
。

ス

ペ
キ

ェ
ス
理
論

は

こ
の
成
就

・
合

一
に
い
た

る
過
程

を

記
述

す
る

の

で
は
な

く
、

む
し

ろ

こ
の
合

一
を

前
提

し

た
上

で

、
そ
れ

を
形
而

上

学

的
言
語

を
も

っ
て
言

い
あ
ら

わ

そ
う

と
す

る
試

み

で
あ

る
。
す

な
わ

ち

、

ス
ペ
キ

エ
ス
理
論

は
認
識

が

形
成

さ
れ

、
進

行

す

る
過

程

の
記
述

、

た

と
え
ば

感
覚

に
始

ま

っ
て
記

憶

、
経

験
、
普

遍

の
把
捉

に

い
た
る

過
程

、

あ

る

い
は

諸

々

の
感

覚
的

・
付

帯
的

な

る
も

の

の
経

験

か
ら

可
知

的

・

必

然
的

な
本
性

の
把
握

に

い
た

る
過

程

の
記
述

と
並

ぶ
と

こ

ろ
の
、
も

う

一
つ
の
記
述

で
は
な

い
。

む

し
ろ

、

ス
ペ
キ

エ
ス
理
論

は
現

実

の
認

識

行

為

に
と
も

な
う

、
知
性

と

事
物

と

の
合

一
の

「
経
験

」

を
形
而

上

学
的
言

語

で
言

い
あ
ら
わ

そ

う
と

す
る
試

み
で
あ

る
。

す
な

わ

ち
、
当

の
事

物

を
そ

の
も

の
た

ら
し

め

て

い
る
本
惟

も

し
く

は
形
相

が

、
そ

の
ま

ま
認
識

行

為
を

認
識

行
為

と

し

て
成

立

さ

せ

て
い
る
原

理
と

し

て

の
形

相

、

っ
ま
り

ス
ペ
キ

エ
ス
に
ほ
か

な
ら

ぬ
、

と

い
う

の

で
あ

る
。

ス
ペ
キ

エ
ス
は
知
性

と

事
物

と

の
聞

に
介
在

す

る
第

三

の
或

る
も

の
と

し

て
、

こ
れ

ら

二
者

の
直
接

的
接

触
を

妨

げ

る
ど

こ
ろ

か
、
ま

さ

し
く
知
性

と
事
物

と

の
合

一
と

い
う
認

識

成
立

の
根

拠

を
形
而

上

学
的
言

語

で
表

現

し
た
も

の
で
あ

る
。

鱗

い
い
か
え

る
と

、

ス
ペ
キ

エ
ス
理
論

は
知
性

と
事

物

と

の
直
接

的
合

一
を

実

現
す

る
、

と

い
う
認
識

行

為

の
特
異

な
性

格
を

洞
察

し

た
上

で
、



そ

の
特

異

さ
を

一
般
的

な
行

為

記
述

の
方

法

に
よ

っ
て
説
明

・
解
消

し

て
し
ま

う

の

で
は
な

く

、
か
え

っ
て
そ

れ
を

際
立

た

せ
よ
う

と

す
る
意

図

を

も

つ
、

と

い
え
る

で

あ
ろ
う

。

た
と
え

ば
、
認

識

を
何

ら

か

の
光

学
的

イ

メ
ー
ジ

、

コ
ピ

;

の
製
作

な

ど

の

モ
デ

ル
に
頼

っ
て
説

明

し
よ

う
と

す
る
試

み
は
、
認

識
行

為

の
行
為

と

し

て
の
特
異

さ
を

明
ら
か

に
す
る

よ
り

は
、

む
し

ろ

そ
う

し
た
特

異

さ

に
よ

っ
て
驚

か

さ
れ

、
わ
ず

ら

わ
さ

れ

る
こ
と

か
ら

の
解
放

を

め
ざ

す
も

の
と

い
え
よ

う
。

そ

の
よ
う

な
説

明
は

、
認

識
行

為
を

一
種

の
運
動

な

い
し

は
変
化

へ
と
還
元

し

て

し
ま
う

傾

向

が
あ

り
、
認

識
行

為

の
本
質

に
は

つ
い
に
触
れ

る

と

こ
ろ
が

な

い
、
と
護

わ

ざ

る
を

え
な

い
。

認

識

す

る
と

い
う
行
為

は
、
知

性
　

と
呼
ば

れ

る
行

為

者
　

も

し
く

は
能

力

に
よ

っ
て
遂

行

さ

れ
、
対

象

た
る
事
物

へ
行

き

つ
く

、
と

い

っ
た
説

明

に
よ

っ
て

は
何

一
つ
解

明

さ
れ

な

い
。

そ

の
よ

う
な

説

明
は

運
動

あ
る

い
は
変

化

と

し

て
の
行

為

に

つ
い
て
は

有
効

で
あ

っ
て
も

、
知
性

と
事
物

、

意
識

と
存

在

と

の
合

一
の
実

現

、
と

い
う

こ
と

に
存

す
る
認

識

行
為

の
本
質

に
は
触

れ

る

こ
と
が

で
き

な

い

の
で
あ

る
。

認

識

行
為

の
特
異

さ
を
解

明
す

る

た
め

に
は

、

こ
の
行
為

を

行
為

と

し

て
成

立

さ
せ

る
原

理
と

し

て

の
形

相

は
対
象

た

る
事
物

の
本
性

そ

の
も

の

で
あ
る

、
と
主

張

し
な

け
れ
ば

な

ら
な

い
ー

そ

の
こ
と
が

い
か

に
逆

説

的

に
響

こ
う

と
も
、

で
あ
る
。

知
性

は
事

物

か

ら
受

け
と

っ
た

ス
ペ
キ

エ
ス
に
よ

っ
て
認
識

す

る
、

と
は

ま
さ

に
そ

の

こ
と
を

意
味

し

て

い
た

の
で
あ

る
。

こ
の
よ

う

に
、

ス
ペ
キ

エ
ス
が
本
来

、
認

識

す

る
と

い
う
行

為

を
行
為

と

し

て
成
立

さ

せ
る
原

理

と
し

て

の
形
相

で
あ

る
と
す

れ
ば

、
そ

れ

は

必
ず

し
も

知
性

自
身

か
ら

区
別

さ

れ
た
も

の
で
あ

る
必
然

性

は
な

く

、
ま
た

対
象

た

る
事
物

か

ら
受

け
と

ら
れ

た
も

の
で
あ

る
必
然

性
も

な

い
、

ゑ

お

お

き

と
需

わ

な
け

れ
ば

な
ら

な

い
で
あ

ろ

う
。

こ

こ
で
詳

し
く

説
明

す

る
こ
と

は

で
き

な

い
が
、
自

ら

の
本
質

に
よ

っ
て
　

、

つ
ま
り

自
ら

の
本
質

を

自
ら

の
働

き

の
形
相

と

し

て
す

べ
て
を
認

識

す

る
、

と

い
わ

れ

る
神

的
知
性

の
場

合

、
神

的
知

性

そ

の
も

の
の
他

に
、
認

㈱

識

の
働

き
を

成
立

さ

せ
る
原

理
と

し

て

の
形

相

は
必
要

で
は
な

く
、

ス
ペ
キ

エ
ス
と
形
相

と

は
岡

一
な

の

で
あ

る
。

じ

っ
さ

い
、
神

的
認
識

に
お

㈱

い
て
は
、
知
性

、
対
象

、
可

知
的

ス
ペ
キ

エ
ス
、
認
識

の
働
き

そ

の
も

の
は
す

べ
て
同

一
で
あ

る
、

と
し
な

け

れ
ば

な
ら

な

い
。
さ

ら

に
、

ト

マ

ス
に
よ

る

と
純
粋

な
知

的

実

体

で
あ

る
天

使
的

知
性
も

(後

に
デ

カ

ル
ト
が
人
間

知

姓

に

つ
い
て
想
定

し

た

ご
と
く

)
、

常

に
そ
れ

が
認

識

し
う



働

る
か
ぎ
り

で
の
対
象

を
現

実

に
認

識

し

て
お
り

、
そ

の
意
味

で

ス
ペ
キ

エ
ス
は
自

然

本
性

的

に
知
性

の
う

ち

に
見
出

さ

れ
　

　、
そ

れ
を
自

分

以
外

の
と

こ
ろ

か
ら

受
け

と

る
必
要

は

な

い
、
と

さ
れ

て

い
る
。

こ
れ

に
た

い
し

て
、
人

間
知

性

は
知
性

の
序

列

に
お

い
て
最
下
位

を
占

め
、
最

も
純

粋
可

能
態

に
近

い
も

の

で
あ

る
。

す
な

わ

ち
、
人

間
知

性

㈹

は

そ
れ

が
認
識

し

う
る
す

べ
て

の
対
象

な

い
し
可
知

的

な

る
も

の
に

た

い
し

て
、

(当
初

は

)
可
能

態

に
お

い
て
あ

る
。
し

た
が

っ
て
、
そ
れ

は
自

㈹

然
本

性

的

に
自

ら

の
う

ち

に
見
出

さ
れ

る

ス
ペ
キ

エ

ス
に
よ

っ
て
認
識

す

る

こ
と
は

で
き
ず

、
む

し

ろ
そ

れ
を

獲
得

、

す
な

わ
ち

他
者

か
ら
受

け

の

と

ら
な

け
れ

ば
な

ら
な
い
。

い
い
か

え
る
と

、
人

間
知

性

が

ス
ペ
キ

エ
ス
を

対
象

た

る
事
物

か

ら
受

け
と

る

こ
と

の
必

然
性

は
、
知

性

で
あ

る
か

ぎ
り

で
の
人

間
知
性

に
由
来

す

る

の
で
は

な
く

、
む

し
ろ
人

間
知

性

が
可
能

態

に
お

い
て
あ

る
こ
と

、

そ

の
意
味

で

の
不
完

全
さ

.
欠

陥

に
由
来

す
る

の

で
あ
る
。

こ
の

こ
と
は

ス
ペ
キ

エ

ス
理
論

の
正
し

い
理

解

に
と

っ
て
き

わ
め

て
重
要

な

意
味

を
も

つ
。

な
ぜ

な

ら
、

そ
れ

は
人

間
知
性

に
お

い

て
も

、

ス

ペ
キ

ェ
ス
が
ま

さ
し
く

認
識

と

い
う

行
為

の
形
相

原

理
と

し

て
機
能

し
う

る

の
は

、
そ

れ
が
対

象

た

る
事

物

か
ら

受

け
と

っ
た
も

の
に
も

と
つ
く

の

で
は
な

く
、
む

し

ろ
知
性

自
体

の
う
ち

に
本

来
見
出

さ

れ

る
も

の
に
も

と

つ
く

こ
と
を

意
味

す

る
か

ら

で
あ

る
。

た
し

か

に
、

ス
ペ
キ

エ
ス
が

事

物

か
ら

受
け

と
ら

れ
る

、
と

い
う
言

い
方

は

正

し

い
。

し

か
し

、

ス
ペ
キ

エ
ス
の
全
体

が

「
あ

た
か

も
物

体

が

一
つ
の
場

所

か
ら

取
り
去

の

ら
れ

て
、

他

の
場

所

へ
移

さ

れ

る
よ
う

な
仕
方

&

受

け
と

ら

れ
る

の

で
は
な
く

、
む

し

ろ

い
わ
ば

そ

の
質

料

的

要

素
　

だ

け

が

受
け

と
ら

れ

る
の

で
あ
り

、
認
識

行

為

の
形
相

原

理
た

る

ス
ペ
キ

エ
ス
の
形
相

的
要

素

は
、
知

性
自

身

能
動

知
性

に
由

来

す

る
の

で
あ

る
。

こ
の
点

に
関
す

る
基
本

的

テ
ク

ス
ト
を
引

用

し

て
お

こ
う
。

「
可
感

的
表
象
　

に
関

す

る
か
ぎ

り
、

知
的

活
動

は
感

覚

に
よ

っ
て
原

因

さ

れ
る
。

し

か
し

可
感

的
表

象

は
可

能

的

知

性
を

動

か
す
　

に

は
充
分

で
は
な
く

、
能

動
知
性

に
よ

っ
て
現

実

に
可
知

的

な
も

の
た
ら

し

め
ら

れ

る
必
要

が
あ
る
か
ら

、
感
覚

的
認

識

が
知

的
認

識

の
全

体
的

に

し

て
完

全
な

原
因

で
あ

る

と
言

う

こ
と
は

で
き
ず

、
む

し
ろ
或

る
意

味

に

お

い
て
原
因

の
質

料

.
素
材
　

㈹

で
あ

る
と
言

え

る

の
で
あ

る
。
」



㈹

こ

こ
で
は
右

に

ス
ペ
キ

エ

ス
の

「
形
相

的

要
素
」

お

よ
び

「
質
料

的

要
素

」

と
呼
λ

だ
も

の
に

つ
い
て
詳

し

く
考
察

す
る

こ
と

は

で
き
な

い
。

㈹

と
く

に

「
形
相

的
要

素
」

に
関

し

て
は

、
事
物

も

し
く

は
対
象

認
識

の
成
立

根
拠

と

し

て
の
自
己

認
識

の
問
題

を
詳

細

に
論
ず

る
必
要

が
あ

る
が

、

こ
こ

で
は
そ

の
考
察

に
立

ち
入

る

こ
と

は

で
き

な

い
。

い
ず

れ

に
し

て
も

、
認

識

す

る
と

い
う

行
為

の
可
能

性

の
解

明

の
た

め

に
は
、

そ

こ
に

お

ガ

い
て
は

「存

在

す

る
」

と

「認

識

す
る
」

が

よ
り
密

接

に
結

び

つ
㌔

自
己

認
識

の
構

造

を
あ

き
ら

か

に
し

な
け

れ
ば

な
ら

な

い
。
し

か

し
、

こ

こ
で
は

「
ス
ペ
キ

エ
ス
を

受

け
と

る
」

と
は

「
事
物

の
本
性

そ

の
も

の

に
よ

っ
て
知
性

が

動

か
さ
れ

る
」

と

い
う

そ

の

こ
と

を
意
味

す

る

の

で
あ

り

、

ス
ペ
キ

エ
ス
は
認
識

す

る
と

い
う

行
為

を
行

為

と
し

て
成
立

さ

せ
る
形

相

原
理

で
あ

る

こ
と
を

確
認

す

る

に
と
ど

め

、
論
を

進

め
る

こ
と

に

し
た

い
。

　

医

つ
ぎ

に

ハ
ビ

ト

ゥ
ス
と
み

関

係

に
お

い
て
、

ス

ペ
キ

エ

ス
の
在

り
方

、

す
な
わ

ち

そ

の
存

在

論
的

身
分

を

あ
き

ら

か

に
し

な

け
れ
ば

な
ら

な

い
。

こ

こ
で
避

け
な

け
れ
ば

な

ら
な

い
の
は

、
「
ス
ペ
キ

エ
ス
は
精

神

の
う

ち

に
あ
る
」

「
可

能
的

知
性

の
う
ち

に
保

持

さ
れ

る
」

と

い

っ
た
種

類

の
言

明
を

、
「
精

神

の
う

ち
な

る
観
念

」

と

い
う
意
味

に
解
釈

す

る

こ
と

で
あ
る
。
ト

マ
ス
に
従
え
ば

、

ス
ペ
キ

エ
ス
が

現
実

に
存

在
す

る

、
と
言

え

る
の
は

、
現

実

に
遂

行

さ
れ

て
い
る
認

識

行

為
　

の
形
相

と

し

て
の

み

で
あ
る
。

ス
ペ
キ

エ
ス
が
認

識

行

為

を
離

れ

て
、

い
わ
ば

直
接

的
対
象

と

し

て

(精

神

の
う

ち
に
)
存

在
し

、
そ

れ

に
よ

っ
て
認
識

行

為
が

成
立

す

る

の
で
は

な

い
。

ス
ペ
キ

エ
ス
が

現
実

に
存

在

す

る
、

と
言

う

こ
と

は
、
現

実

に
認
識

行
為

が
行

わ

れ

て

い
る
こ
と

を
意
味

す
る
。

そ
れ

は
神

的
知

性

や
天

使
的

知
性

に
お

い
て
常

に
見
出

さ

れ
る
事

態

で
あ
る
。

し

か
し

、
人
間

的
知

性

の
場

合

は

、
何

事

か
を

知

っ
て
い
る
　

こ
と
と

、
そ

の

こ
と
を

現

実

に
認

識
す

る
　

こ
と
と

ふ

は
違

・福

幾
何

学
者

は
常

に
幾

何
学

的
論

証

に
従
事

し

て

い
る
わ

け

で
は
な

い
の

で
あ

る
。

で
は
、
何
事

か
を
知

っ
て
は

い
る

が
、

そ

の
こ
と

を

現
実

に
認

識

し

て
は

い
な

い
時

、

ス
ペ
キ

エ
ス
は

ど

の
よ
う

な
仕
方

で

「
精

神

の
う
ち

に
あ

る
」

と
言

わ
れ

る

の
か
。

第

一
に
、
前

述

の
と

こ
ろ
か
ら

、
そ

れ
が

現

実

態

に
お

い
て

現

実

態

の
究

極

の

完

成

に
即

し

て
　

ゆ

　
ー

存

在

し

て

い
る

の
で
は

な

い
こ
と

は

あ
き
ら

か

で
あ

る
。
他
方

、

そ

の

こ
と
は
既

に
知

ら

れ

て

い
る

の
で
あ

る
か
ら

、
全

く
知

ら
れ



⑳

て

い
な

い
場
合

の
よ
う

に
単

に
可
能

態

に

お

い
て
　

存

在

す

る
、
と
も

言

え
な

い
。
ト

マ
ス
に
よ
る

と
、
そ

れ

は
可
能
態

と

㈱

現
実

態

と

の
中

間

、
す

な
わ

ち

ハ
ビ

ト

ゥ

ス
に

お

い
て
　

存

在
す

る
。

可
能

態

と

現

実
態

の

「中

間
」

と

は
厳
密

に

い
か
な

る

こ
と
を
意
味

す
る

の
か

、
そ

の
解

釈

の

一
つ
の
手

が

か
り

は
、

現
実

態

の

二

つ
の
意
味

を

区
別

す

る

と

こ
ろ

に
求

め
ら

れ

る
。
す

な
わ

ち

、

ハ
ビ

ト

ゥ
ス
は

一
種

の
形

相

で
あ

る

か
ぎ

り
、

そ
れ

の
担

い
手

・
基

体

で
あ

る
と

こ
ろ

の
能

力

.
可

能
態

　
と

の
関
係

に
お

い
て
は
現

実
態

(第

一
の
現
実

態
　

)
で
あ
り

、
そ

れ
と

同
時

に
第

二
の
現

実
態
　

で

㈹

あ
る

働
き
　

と

の
関
係

に
お

い
て
は

可
能
態

な

の

で
あ
る
。

さ

ら

に
、

ス
ペ
キ

エ
ス
が

ハ
ビ

ト

ゥ

ス
に

お

い
て
存

在

す

る
、

と
言

わ
れ

る

こ
と

の
経

験

的
な
意

味

は

、

ひ
と
た

び
或

る
事
物

の
本
性

が
認
識

さ
れ

る
と

、
次

に
同

じ
種
類

の
事

物

を
認

識
す

る

さ

い
に
は

、
容
易

に
、
ま

た
迅
速

、
斉

一
的

な
仕
方

で
認

識

が
行

わ

れ
る
、

と

い
う
事

実

で
あ

の
ん
鵠

裏

か
ら

い
え
ば

、

ハ
ビ

ト

ゥ

ス
が
獲

得

さ
れ

る
と

こ
ろ
ま

で
認

識
努

力

が
為

さ
れ

る

の

で
な
け

れ
ば

、

ス

ペ
キ

エ

ス
が
受

け

と
ら
れ

る

こ
と

も

な

い
、
と
言

え

る

で
あ

ろ

う
。

他
方

、

ス
ペ
キ

エ
ス
を

ハ
ビ

ト

ゥ

ス
に
お

い
て
有
す

る

こ
と

は
、
迅

速

、
容

易
、
確

実

、

そ
し

て
斉

一
的

な
認

識
を

可
能

に
し

て
く

れ

る
も

の

で
は
あ

っ
て
も

、

そ
れ

だ
け

で
現

実

に
認

識

を

行
う

こ
と

は

で
き
な

い
。

い
い
か

え
る

と
、

ハ
ビ

ト

ゥ

ス
的

に
保

持

さ
れ

て

い
る

ス
ペ
キ

エ
ス
は
、

い
わ
ば

自
分

の
力

で
自
ら

を
現

実
存

在

の
状
態

に
高

め

る

こ
と
は

で
き

な

い

の
で
あ

る
。

ス
ペ
キ

エ
ス
は
対

象

で
は
な

く
、

現
実

に
認
識

が

行
わ

れ

る
た

め
に

は
対
象

が
与

え
ら

れ

な
け

れ
ば

な
ら
ず

、

ト

マ
ス
の
場

合

、
対

象

は
感

覚
を

通
じ

て

で
な
け

れ
ば

の

与

え
ら

れ
な

噺

か
れ

が
人

間
知
性

は
可
感

的
表

象
　

に
目
を

む

け

る
こ
と

な
し

に

は

た

と
え
自

ら

の
う

ち

に

ス
ペ
キ

エ
ス
が

㈹

あ

っ
て
も

認
識

を

行
う

こ
と

は

で
き

な

い
、
と
屯
張

す

る

の
は
そ

の

た
め

で
あ

る
。
「
自

ら

の
う
ち

に
あ
る
」
と

い
わ
れ

る

ス
ペ
キ

エ

ス
は

ハ

ビ

ト

ゥ
ス
に
お

い

て
存

在
す

る

の

み
で
あ

っ
て
、
現
実

態

に
お

い
て
存

在

す

る
の

で
は

な

い
。

そ

し

て

ス
ペ
キ

エ
ス
が

現
実

態

に
お

い

て
存

在

す

る
、
と
言

う

こ
と
は
、

現
実

に
認

識

が
行

わ
れ

る
、

と
誉.口
う

こ
と

に
ほ

か
な
ら

な

い

の
で

あ
る
。

こ
の
よ

う

に
見

て
く

る

と
き

、
認
識

原

理
と

し

て
の

ハ
ビ

ト

ゥ

ス
の
導

入

に
よ

っ
て

ス
ペ
キ

エ
ス
が

無
用

化

さ
れ

る
も

の

で
は
な

い
こ
と

の

オ

ッ
カ

ム
の
主
張

す

る
と

こ
ろ

に
反

し

和

は

あ
き
ら

か

で
あ

ろ
う
。

現
実

の
認

識

行
為

は

ス
ペ
キ

エ

ス
な

し

に
は
成

立

し
な

い

な

い
し



は
、

ス
ペ
キ

エ
ス
を
措

定

す
る

こ
と

な
し

に
は
形

而
上

学

的

に
認

識

行
為

の

可
能
性

を
説

明

す

る

こ
と

は

で
き
な

い

か
ら

で

あ
る
。

た
だ

し
、

ス
ペ
キ

エ
ス
が

「精

神

の
う

ち
な

る
観

念
」
と

い
う
仕
方

で
解

釈

さ
れ

る

こ
と
を
避

け
る

た
め

に
、

ハ
ビ

ト

ゥ

ス
な

い
し
様

態
　

の
導

入

に
よ

っ
て
認
識

の
成

立

を
説

明

し
よ
う

と
す

る
試

み

は
或

る
程
度

評
価

で
き

る
。

し
か

し
、
現

実

に
認
識

行
為

が

行
わ

れ

る
た

め

に
は
、

そ
の

㈹

形
相

原
理

と
し

て

の

ス
ペ
キ

エ
ス
が
不
可

欠

で

あ
り
、

ハ
ビ

ト

ゥ
ス
が

ス
ペ
キ

エ
ス
の
代
用

と

な
る

こ
と

は
不

可
能

で
あ
る
。

む

し
ろ

、
現
実

に

認

識

が
遂

行

さ
れ

て

い
な

い
間

は

、
諸

々

の

ス
ペ
キ

エ
ス
は
形

相

と
し

て
の

ハ
ビ

ト

ゥ
ス
の
構
成

要
素

と

し

て
存

在

し

、
現
実

の
認

識

行
為

に
お

い
て
は

そ
れ

の
形
相

.原
理

と

し

て
現
実

に
存

在
す

る
、

と

い
う

ふ
う

に
考
え

る

べ
き

で
あ

ろ
う

。

X

こ
れ
ま

で
ト

マ
ス
の
認
識

理

論

に
も

と

つ

い

て
認

識

に
お

け
る

ス
ペ
キ

エ
ス
の
役
割

、

お
よ

び
そ

の
不

可
欠
性

に

つ
い

て
考
察

し

て
き
た
が

、

皿

で
ふ
れ

た
よ
う

に

、

ス
ペ
キ

エ
ス
の
必
要

性

は

ス

コ
ト

ゥ
ス
に
お

い
て
す

で
に
部

分
的

に
否

定

さ
れ

、
オ

ッ
カ

ム
に
な

る
と
全

面
的

に
斥

け
ら

れ
た
。

こ
う

し

た

ス

コ
ラ
的

認

識

理

論

に
お
け

る

ス
ペ
キ

エ
ス
理

論

の
崩
壊

過

程

の
背

後

に
は

、
「
精
神

の
う

ち
な

る
観

念
」

へ
向

っ
て
の

ス
ペ

キ

エ
ス
の
変

質

、
お

よ
び
認

識
行

為

の
可
能

性

を
形
而

上

学
的

に
探

求

し
よ
う

と

す
る
試

み
の
後
退

が

見
出

さ

れ

る
、
と

い
う

の
が
本

稿

の
見

通

し

で
あ

っ
た
が

、
次

に

こ
の
点

に

つ
い
て
簡
単

に

の

べ
よ

う
。

㈹

ス

コ
ト

ゥ
ス
に
よ

る
と

、
知

的
認

識
　

は

直

観

的
　

と
抽

象

的
　

と

に
区

分

さ
れ

る
。

直
観

的

と
は
推
論

的
　

に
対
立

す

る
意
味

で
は
な
く

、
む

し
ろ
事

物

を
そ

れ
自
身

に
お

い

て
在

る

が
ま
ま

に
直
観

す

る
　

　、

つ
ま

り
事
物

あ

る

い
は
対

象
を

そ

れ

の
現
実

的
存

在

な

い
し
現
存
　

に

お

い
て
捉

え
る

こ
と

ゆ

を
意

味
す

紮

い

い
か

え
る

と
、
対

象

が
何
ら

の
媒

介

な
し

に

、

い
わ

ば

そ
れ
自

身

の
現
実

的
存

在

を
も

っ
て
知
性

に
到

達

し
、
現

存
す

る

こ
と

に
よ

っ
て
成

立
す

る
認
識

で
あ
る
。

し

た
が

っ
て
完

全

な
意
味

で

の
直

観
的
認

識

は

、
対
象

が

こ

こ
で

.
い
ま

現
実

的

に
存

在
す

る
　

　
場

合

に
限
ら

れ
、
未

来

に
関
す

る
予

見
、

過

去

に

つ
い
て
の
記

憶

に
お

い
て
の

み

⑳

存

在

し
て

い
る
場
合

は

不
完

全

で
あ

る
。



こ
れ

に
た

い
し

て
、
抽

象

的
認

識

と
は
現

実
的
存

在

か

ら
抽
象

さ

れ

た
認

識

で
あ
り

、

ス
ペ
キ

エ
ス
に
よ

っ
て
成
立

す

る
認
識

で
あ
る
。

そ

れ

と

い
う

の
も

、

ス
.ベ
キ

エ

ス
は
対

象
を

そ
れ

が

現
実

に
存

在
す

る
と

し
な

い
と

に
拘

わ

り
な
く

、
同

じ
仕

方

で
　

表

示

す

る
　

か

ら

で
あ
り

、

し
た

が

っ
て

ス

ペ
キ

エ

ス
に
よ

っ
て
成
立

す

る
認
識

は

現
実
存

在

か
ら
抽

象

さ

れ

る
こ
と

に
な

る
。

そ

鴎

し

て

ス
コ
ト

ゥ

ス
に
よ

る
と

、

こ
う

し
た
抽

象
的

、
非

直
観

的
認

識

は
す

べ
て
或

る
意
味

で
不
完
全

で
あ

る
と

さ
れ

る
。

し
た

が

っ
て
、

か
れ

の

⑬

場
合

、

現
実

的
存

在
か

ら
抽

象

さ

れ

て

い
る
か
ぎ

り

で

の
対

象

に
か
か

わ

る
学
知
　

は
、
或

る

意

味

で
は

不
完

全

な
認

識

で
あ

る
と

の

結

論
が
避

け
ら
れ

な

い
。

オ

ッ
カ

ム

に
よ

る

直

観

的

認

識
　

と
抽
象

的

認
識
　

と

の
区

別

は

、

一
見

ス
コ
ト

ゥ

ス
の

そ
れ
と
同

一
で
あ

る
。

直
観

的
認
識

と

は

「
も

し
事
物

が
存

在

す

る
な
ら
ば

、

知
性

は
直

ち

に
そ

れ
が
存

在

す

る
と
判

断

し
、

そ
し

て
そ

れ
が
存

在

す

る
と

明
証
的

に
　

認

識

す

る
と

い
う

ふ
う

に

、
そ

の
よ
う

に
事
物

が
存

在

す

る
か

し
な

い
か

を
知

る

こ
と

を
可
能

な

ら

し
め

る
よ
う

な
認
識

㈹

　
で
あ

る
」

と
さ

れ
、
抽

象

的

認

識

は
ま

さ

し
く
事

物

の
現

実
的
存

在

と
非

存

在
　

か
ら
抽

象

し

て

い

㈲

る
　

か
ぎ

り

で

「
抽
象

的
」

と
呼

ば

れ

る
。

た
だ

ス
コ
ト

ゥ

ス
と
著

し

く
異

る

の
は
、
抽

象

的
認

識

は

ス

ペ
キ

エ
ス
に
よ

っ
て
成
立

す

る

の
で
は

な
く

、
む

し
ろ
常

に
直
観

的
認
識

と

同
時

に
成

立

し

て

い
る

、
と

し

て

い
る
点

で
あ

る
。

そ
し

て

こ
の
抽
象

的

認
識

の
反

復

に
よ

っ
て

一
種

の

ハ
ビ

ト

ゥ
ス
が
形
成

さ

れ
、

そ
れ

に
よ

っ
て
事

物

が
存

在

す
る

と
し

な

い
と

に
拘
ら
ず

妥

当
す

る

よ
う

な
、

ハ
ビ

ト

ゥ
ス
的
抽

象

的
認

識
、

㈹

す
な

わ
ち

学
知
　

が
成

立

す
る

、
と

さ
れ

て

い
る
。

す

な
わ

ち
、

オ

ッ
カ

ム
は
人

間
知
性

に
よ

る
す

べ
て
の
認
識

の
起

源

を
直
観

的
認

識

に
求

め

、
そ

の
直
接

性

・
確

実
性

が

す

べ
て

の
認

識

の
確

実
性

の
基
礎

で
あ

る
と
し

て

い
る
。

そ

し

て
、

事
物

と
知

性

と

の
問

に
介

在

す

る

ス
ペ
キ

エ
ス
な
る
も

の
は
、

そ
う

し

た
認
識

の
直

接
性

.
確

実

性

を
損

う

無
用

の
存

在
と

し

て
、

こ
れ
を

全
面

的

に
斥

け
た

の

で
あ

る
。

し
か
し

、

ス
コ
ト

ゥ

ス
に
お

い
て
或

る
認

識

は

ス
ペ
キ

エ
ス
に
よ

っ
て

成

立

し
、
或

る
認

識

は

ス

ペ
キ

エ

ス
を
介

せ
ず

対
象

の
直

接

的
な

現
存

を
も

っ
て
成
立

す

る
、

と
主
張

さ

れ

た
と
き

、

ス
ペ
キ

エ
ス
は

最
早

、
認

識

行
為

を

行
為

と
し

て
可
能

な

ら

し
め

る
原
理

と

し

て
の
意
味

を
失

っ
て
、
或

る
認

識

の
過

程
を

記
述

す

る
た

め

の
理
論

と

し

て
の
道
を

歩
き
始



め
た

、
と
蜂.口
え

る

で
あ

ろ

う
。

い

い
か
え

る
と

、

そ
れ

は
形
而

上
学

的
露

語

と

し
て

の

ス
ペ
キ

エ
ス
理
論

の
放

棄

で
あ

り
、
認

識

行
為

の
行
一為

と

し

て
の
特
異

牲

な

い
し
本
質

を
形

而
上

学

的

に
探

求

す

る
試

み

の
放

棄

で
あ

る
。

ス

コ
ト

ゥ
ス
お
よ

び
オ

ッ
カ

ム
が

直
観

的
認

識

に
関

し

て
屯

張

し

て

い
る
よ

う

に
、
対
象

な

い
し
事

物

そ

の
も

の
が

、

そ

の
現

実
的

存
在

を
も

っ
て
直
接

的

に
知
性

に
到
達

す

る
と
言

う

こ

と
は
ー

リ
…

ド

の

い
う

直
接

的
交

渉

と
同

じ
く
ー

i
認

識

行
為

そ

の
も

の
の
可
能
性

も

し

く
は
本

質

に
何

ら
触

れ

る
も

の

で
は
な

い
。

そ
れ

は
事

実

に

つ
い

て
の
曝

に
経
験

的

・
記
述

的
な
言

語

で
あ

る
。

ス

コ
ト

ゥ

ス
に

お

い
て
部
分

的

に
遂

行

さ
れ

、
オ

ッ
カ

ム
に
お

い
て
全

面
的

に
成
就

さ
れ

た
、
直

観
的

認
識

を

要

め
と
す

る

ス
コ
ラ
的
認

識

理
論

の
根
元

的
な

組

み
か

え
は

、
認
識

43
為

の
可
能
性

を

形
而

上
学

的

に
問

う

こ
と
を
放

棄

し

て
、
認

識
を

経

験
的
欝

語

で
も

っ
て
記
述

で
き

る
自
然

的

過
程

へ
と

解
消

す

る
方
向

を

と

っ
た

よ

う

に
思
わ

れ

る
。

駐
ω

『哲
学
年
報
』
第
四
十

一
輯

、
昭

・
57
年
。

ω

本
稿
は
昭
和

58
年

7
月
2
譲
、
慶
応
義
塾
大
学

で
瀾
催
さ
れ
た
三
田
哲
学
会
講
演
会
に
お

い
て
行

っ
た
報
告

に
撫
筆
し
た
も
の
で
あ

る
。
発
表

の
機
会

を
与

え
て
下
さ

っ
た
三
田
哲
学
会
関
係
者
、
お
よ
び
当
日
質

問
の
労
を
と

っ
て
下
さ

っ
た
方

々
に
感
謝
の
意
を
表

し
た

い
。

㈹

後
述
、
オ

ッ
カ

ム
の
学
説
を
参
照
。

㈲

こ

こ

で
は

主

に

ト

マ
ス

・
ア
ク

ィ
ナ

ス
の
認

識

理

論

を
頭

に

お

い

て

い
る
。

㊥

前

掲

拙

稿

、

1

ぺ

!

ジ
。

圖
　

全

、

16

ペ
ー

ジ
。

cf. 
T

hom
as 

D
. 

Sullivan, 
"C

oncepts," 
T

he 
N

ew
 

Scholasticism
, 

L
V

1, 
1982, 

p. 
146-168. 

cf. 
Julius 

R
. 

W
einberg, 

Ideas 
and 

C
oncepts, 

M
arquette 

U
niversity 

Press, 
1970.

J. 
D

ew
ey, 

T
he 

Q
uest 

for 
C

ertainty. 
A

 
Study 

of 
the 

R
elation 

of K
now

ledge 
and 

A
ction, 

M
inton, 

B
alch  8. 

C
o., 

1929.



⑩

超
越
的
な
る
も
の
　

と
し
て
の
　

に
関
す
る
形
而
上
学
的
探
求
を

こ
の
よ
う
に
特
徴
づ
け
る
こ
と
が
可
能

で
あ
る
と
患
う
。

aの

ア
リ

ス
ト

テ

レ

ス

『夢

占

い
に

つ
い

て
』

㈱

後
述
璽
を
参
照
。

⑳

こ
の
点

に
関
し
て

を
参
照
。

以

下

。

㈱

リ

ー

ド

に
よ

る

と
、

ロ

ッ
ク

膚
身

多

く

の
箇
所

で

「
観

念
し

を

こ

の
意
味

で
用

い

て

い
る
。

・

transcendens
verum

Q
uaestiones 

D
isputatae 

de 
V

eritate,  
1  . 

1

R
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P. 
Phillips, 

M
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T
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2V
ols. 

N
ew

m
an 

Press, 
1950, 

I, 
p. 

224.

S. 
J. 

D
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C
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A

 K
ey 

to 
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Significance 
of 

the 
L

ater 
Scholastics, 

T
he 

Franciscan 
Institute, 

1947,

p. 
108.

T
hom
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R
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E
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on 
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Pow
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of M
an, 

E
dinburgh 

1803, V
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I, 
p. 

310-311.

Ibid., 
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322. 

Phillips, 
op. 

cit., 
p. 

224.

464a 
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Sum
m
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T

heologiae 
(S. 

T
.), 

I, 84, 
6.

W
einberg, 

op. 
cit., 

p. 
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; Sullivan, 
op. 

cit., 
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167. 

W
einberg, 

op. 
cit., 
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13. 

R
eid, 

op. 
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276, 

310-311, 
322.

R
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cit., 
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243.

W
einberg, 
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cit.

P. 
H
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"R

eid 
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C
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Im
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T
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M
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1978, 
P. 

228. 

Sullivan, 
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cit., 
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146-147.

R
eid., 

op. 
cit., 

C
h. 

IX

R
eid, 

Ibid., 
p. 

230.

Ibid., 
p. 

322—
. 

Ibid., 
p. 

242-243.



リ
ー
ド
自
身
、
思
考

や
認
識

な
ど
の
精
神
的
活
動

の
特
異
性
を
自
覚
し
て
お
り
、
そ
れ
ら
を
物
体
か
ら
の

ア
ナ

ロ
ジ
ー

を
借
り
て
説
明
す
る
こ
と

に
た

い
し
て
、
繰
返

し
警
告
し

て
い
る
。
　

　
た
だ
し
、
知
性
は
反
省

に
よ

っ
て
ス
ペ
キ

エ
ス
を

「認
識
」
す
る

こ
と
が

で
き
、
そ
の
意
味

で
は

ス
ペ
キ

エ
ス
も
二
次
的
な
仕
方

で
　

　
㈲

ト

マ
ス
は
こ
の
解
釈
を
明
白
に
斥
け

る
。
　
　

R
eid, 

A
n  

Inquiry 
into 

the 
H

um
an 

M
ind, 

2 , 
4 . 

R
eid, 

E
ssays 
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Intellectual 
Pow
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of M

an, 
p. 277. 

Ibid., 
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Inquiry, 
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(p. 14) 

E
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P. 
284. 

Ibid., p. 312. 

Ibid., 
p. 276, 310-311, 

322. 

Ibid., 
p. 310-311, 

322.

Sullivan, 
op. 

cit., 
p. 

146.

E
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p. 
305, 

307, 
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S. 
T
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85, 
2.

quod 
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Ibid.

Ibid. 

Ibid.; 
S. 

T
., 

I, 
84, 
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T
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1.ad 
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Ibid., 
79, 
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6 ; 
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Ibid., 
84, 
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H
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Im
m

ortality 
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Soul," 
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 C
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E
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E
d. A
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M
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illan,

1969, 
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304.

S. 
T
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ad 
3. 

D
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V
eritate, 

22, 
5, 

ad 
8. 

S. 
T

., 
I, 

85, 
2, 

ad 
3.



㈲

こ
こ
で

「
経
験
し

と
い
う
の
は
、
特
定
の
事
物

や
鐵
来
事
に
か
か
わ
る
も

の
で
は
な
く
、
そ
う
し
た
事
柄

の
認
識
を

耀
能

に
す
る
条

件
も
し
く
は
根
拠

に
か
か
わ
る
も

の
で
あ

っ
て

「
超
越
論
的
経
験
」

と
呼

ぶ
こ
と
も

で
き
る
で
あ
ろ
う
。

ラ倣
、

こ
こ
で
ト

マ
ス
が
繰
返
し

「
　

は
知
性

の
善
　

〉
で
あ

る
」

と
語

っ
て
い
る
こ
と
が
想
起
さ
れ
る
。
　

　㈱

こ
の
点
に
関
し
て
次
を
参
照
。

㈲

感
覚
的
認
識
に
関
し

て
、
と
く

に
　

を
参
照
。

㈹

こ
の
問
題
に
関
し
て
拙
稿

「
ト

マ
ス

・
ア
ク
ィ
ナ
ス
の
知
識
論
」
『中
世
の
教
育
思
想

(下
)
』
東
洋
館
出

版
社

、
昭

・
59
を
参
照
。

㈲

そ
の
こ
と
は
当
然
、
神
的
知
性
、
お
よ
び
天
使
的
知
性

に
よ
る
認
識

と
の
よ
り
大
き
な
親
近
姓
を
意
味

す
る
。

側

こ
こ
で
ハ
ど
ト
ゥ
ス
と
い
う
の
は
、
認
識

に
か
か
わ
る

ハ
ど
ト

ゥ
ス
な

い
し
徳

≦
箕
蕊

で
あ
り
、
と
く

に
学
知
　

と
呼
ば
れ
る
知
的
徳
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「
ハ
ビ

ト

ゥ

ス
は
、

ハ
ど

ト

ゥ
ス
で

あ

る

か
ぎ

り

対
象

の
秩

序

に
は

属

し
な

い
。」
　

㈲

前
掲

O
契

の
論
文
、
お
よ
び
次
を
参
照
。
　

　の
区
別
に

つ
い
て
、
次
を
参
照
。
　

㈲

参
照
。
拙
著

『習
慣

の
哲

学
』
創
文
社
、
昭

・
57
、

97
1

99
ペ
ー

ジ
。

㈲

ト

マ
ス
は
可
感
的
表
象
　

が
知
性

に
と

っ
て
の
対
象

で
あ
る

こ
と

くあ
た
か
も
再
感
的
な
る
も

の
が
感
覚
に
対
す
る
ご
と
く
)
を
繰
返

し

主
張
す
る
。
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