
九州大学学術情報リポジトリ
Kyushu University Institutional Repository

J・H・ニューマン『承認の文法』における「承認」
の哲学

徳永, 有美
九州大学大学院比較社会文化研究科 : 博士課程

https://doi.org/10.15017/1430799

出版情報：哲学論文集. 33, pp.81-98, 1997-09-25. 九州大学哲学会
バージョン：
権利関係：



は

じ

め

に

「
い
か
な
る
命

題

を
も
、

そ

れ
を
導

く

証
明

が
保

証
す

る

よ
り
大

な

る
確

か
さ

霧

白・無

睾

8

を
も

っ
て
受
け

入
れ

な

い
こ

と
転

(J

・
ロ
ッ
ク
、

『
人
間
知

性
論

』

宅

'
9

.
一
檜

竃

)
、
換

言

す
れ
ぼ

、
我

々
の
或

る
命
題

へ
の
承

認

⇔
ω
ω①
葺

(信

念

σ
の
一一臥
)

の
程

度

は
、

そ

の
命

題

へ
の
証

拠

Φ
<
錠
①
蓉

①

へ
の
蓋

然
性

の
強

さ

に
比
例

す

べ
き

で
あ

る
。
こ
れ
は
、
イ
ギ

リ

ス
経

験
論

に
伝
統

的
な

「
信
念

の
倫

理
学

や尊
けぼ
8

無

じこ
の
滞

暁
」

と
呼
ば

れ

る
問
題

の
中
心

テ
ー
ゼ

で
あ

る
。
同
じ

経
験
論

の
伝
統

に
あ

り
な

が
ら

、
「推

理

ヨ
け
罵
潟

Φ

は
条

件

的

で
あ

る
が
、
承
認

は
無
条

件

的

で
あ
り
程

度

の
差

は
な

い
篇

と
し

て
、

ロ

ッ
ク

の
承
認

程
度

説

を
批
判

し

な
が

ら
、

こ

の
テ
ー
ゼ

に
真

っ
向

か
ら
対
立

し

た

の
が
、

19
世
紀

の
宗

教

思
想
家

J

・
H

・
ニ

ュ
ー

マ
ン
で
あ

る
。
最

近
、

欧
米

で
哲

学
者

と

し

て
の

ニ
ュ
ー

マ
ン
が
注

目
を
集

め
始

め

た

の
も
、

か

れ

の
い
さ

さ
か
特

異

と

見

え
る
、
推

理

と
承

認

に
関

す

る

こ

こ
ろ

の
哲

学

の
も

つ
重
要

性

が
、
改

め

て
見
直

さ

れ

て
き
た

か
ら

と
言

え

る
。

小
論

で
は
、

主
著

『承

認

J

・
H

・
ニ

ュ
ー

マ
ン

『
承

認

の
文

法

』
に

お

け

る

「
承

認

」
の
哲

学

徳

永

有

美



(
1
)

の
文

法
』
(
　

以
下

象

と
略
記

)

に

お
け
る
推

理

と
承
認

の
関

わ
り
を

巡

っ
て
、
ニ

ュ
ー

マ
ン
の

「承
認
」
(信
念
)
の
哲
学
が
も
つ
現
代
的
な
意
味
を
考
え
て
み
た
い
。

1

『
承

認

の
文

法
』

の
主

題

『
承
認

の
文

法
』

に
お
け

る

ニ

ュ
ー

マ
ン
の
基
本

的

な
主
題

は
、

宗
教

的
教

義

に
対

す

る
我

々
の
関

わ
り

方
i

と
り

わ
け
普

通

の

ひ
と

の
そ

の
教
義

へ
の
信

仰

の
合
理
性
　

、
宗

教

的
真

理

へ
の
確

信

の
可
能

性
、
あ

る

い
は

む
し

ろ
、
確

信

の
現
実

性

と

そ

の
根

拠
ー

を

考
察

す

る
こ
と

で
あ

っ
た
と
言

え

る
。

一
介

の

「
女

工
」
(
　

)
の
揺

る
ぎ

な

い
信
仰

の
現
実

は
、

い
か
に
す

れ
ば

合
理

的
な

も

の
と

し
て
解

　　

　

明

で
き

る
か
、

こ
れ

が

ニ
ュ
ー

マ
ン

に
と

っ
て

の
根

本
問

題

で
あ

っ
た
。

へつ
ご

そ

の
際

、

ニ
ュ
ー

マ
ン
は
、

最
初

か
ら
特

殊

な

「宗

教

的
承

認

の
文
法

」

の
解

明

・
記

述

を
企

て

る
こ
と

は
し

な

い
。

そ
う

で
は

な
く

て
、

一

般

的

な

こ
こ

ろ
の
働

き

と
し

て
の
承
認

、

そ
し

て

「
承
認

の
承

認
」

と
規
定

さ

れ

る

「
確
信
　

の

「
文
法

」
を

、
了
解

と
推
理

と

い

う

二

つ
の
こ

こ
ろ

の
働

き

の
方
向

か
ら
解

明

・
記
述

し

た
う

え

で
、

そ

の
特
例

化

と
し

て
我

々

の
宗

教
的

な

承
認

や
確

信
、

す
な

わ

ち
、
信

仰

の

合

理
性

の
確

立

を
目
指

し

て

い
る
と

い
う

こ

と
で
あ

る
。

つ
ま
り
、

ニ
ュ
ー

マ
ン
の
基
本

戦
略

は
、

宗
教

的
営

為

と
し

て

の
信
仰

を
、
他

の
営

み

か
ら
切

り
離

さ
れ
た

も

の
と
し

て
考

え

る
の

で
は

な
く
、

我

々
人
間

の
、

一
般

的

な

こ
こ
ろ

の
働

き

の
構

造

の
中

に
位
置

づ

け

る
こ

と
で
あ

っ
た

と
言

え

る
。

と
こ
ろ

で
、

ニ

ュ
ー

マ
ン

に
よ
れ
ば

、

「
教
義

は
命

題

で
あ

る
。
」

(例

え
ば

、
「
天

に
は
掟

を
与

え
る

一.ぢ

の
も

の
、

父
、
言

葉

あ

る

い
は

子
、

聖
霊

が
存
在

す

る
」
等
。
)
そ

し

て

「命

題

も
し

く

は
テ

ー
ゼ

な
し

に
は
何

の
承

認

も
信
念

も
あ

り

え
な

い
。

そ
れ

は
結
論

な

し

に
は
推

理
が

あ
り

え
な

い
の
と
同
様

で
あ
る
」

(
　

)
と
さ

れ
る
。

こ

の

こ
と
は
、

ニ

ュ
ー

マ
ン
に
と

っ
て
宗

教
的

信
念

は
、

何

か
超
越

的

な
存
在

者

に
何

ら

か
神

秘
的

な
仕

方

で
関

わ
る

こ
と

で
は

な
く

、

そ
う
し

た
存

在
者

と

の
関

わ

り

は
命

.題

を
介

し

て
、
或

い
は
、
命

題

に

お

い
て
あ

る
、

と

い
う



こ
と
を

意
味

す

る
。

し
か

し
な

が
ら
、

教
義

へ
の
信

は
、
当

然

の

こ
と
な

が
ら
、

そ

の
よ

う
な
命

題

の
単

な

る
主
張

で
あ

っ
て
は

な
ら
な

い
。

そ

う

で
は
な

く
、

そ

の
よ
う

な
命
題

を
受

け

入
れ

る
当

の
ひ
と

の
あ
り
方

に
根

本

的

に
関

わ

ら
な

け

れ
ば

な

ら
な

い
。

ニ
ュ
ー

マ
ン
が
、
命

題

の
無

条

件
的

受

け
入

れ
と

し
て

の

「
承

認

(
　

、

す

な
わ

ち
、

「
信
念

(
　

)
」
と

い
う

こ
こ

ろ

の
働

き

に
定

位

す

る

こ
と
で

な
そ
う

と

し
た

　
イ
　

こ
と

は
、

そ

の
よ
う

な

ひ
と

の
あ
り
方

を
規

定

す

る
も

の
と
し

て

の
命

題

の
受

け
入

れ
を
解

明

す

る

こ
と
で
あ

っ
た
と
思

わ

れ
る
。

命
題

や
名

辞

の

「
了
解

(
　

と
命

題

の
条

件
的

受

け
入

れ
と

し

て
の

「
推

理
　

が

、
承

認

の
た

め

の
二

つ
の
必
要

条
件

と

さ
れ

る
。
小

論

は
、
承

認

の
働

き
と

そ

の
先

行
条

件

と

さ
れ

る
推

理

の
働

き

と

の
関

わ

り

に
集

中

す
る
。

11

推

理

と

承

認

(1
)

あ

る
命

題

の
承

認

と
推

理
と

の
関

わ
り

を
考
察

す

る
際
、

先
ず

第

一
に
押

さ
え

て
お

か
ね
ば

な
ら

な

い

の
が

、

ニ

ュ
ー

マ
ン

に
お
け

る

命
題

の
分

類

と
そ

れ
ら

の
形
成

(
　

)

な
ら

び

に
保
持

(
　

)

に

つ

い
て

の
理
解

で

あ
る
。

命

題

は
次

の
三

つ
に
分

類

さ
れ

る
。

ω

疑

問
的

(
　

)
1
1
人
㎎
題

が
質

問
を

問
う

と

き

の
形

態

で
、
そ

の
肯

定

的
も

し

く
は
否

定
的

決
断

の
可

能
性

を
含

意

す
る
。

実
例

"

「
自
由

貿
易

は
低

所
得

者
層

を

益

す
る

か
。
」

②

条

件
的

(
　

)
ー

1
命

題
が
結

論

を
表

現

す
る

と
き

の
形
態

で
、
他

の
諸

命
題

及
び

そ

れ
ら

へ
の
依

存

を
直

ち

に
含

意

す
る
。

実
例

"

「
そ

れ
故

、
自

由
貿

易

は
低
所

得
者

層
を

益

す
る
。
」

⑧

定
欝
的

(
　

〉
⊥

即
題
が
端
的
に
主
張
さ
れ
る
と
き
の
形
態
で
、
そ
れ
自
身
の
内
に
休
患
し
本
質
的

に
完
結
し
て
い
る
の
で
、

い
か
な

る
種

類

の
条

件

も

し
く

は
留
保

も
存

在

し
な

い
こ
と
を
含

意

す

る
。

実
例

"

「
自

由
貿

易

は
低
所
得

考

層
を

益

す
る
。
」



そ
し

て
、
こ
れ

ら

の
命

題

と
我

々

と

の
関

わ

り
が
、
命

題

を
形
成

す

る
外

的
働

き

と
命

題

を
保

持
す

る
内

的
働

き

の

二

つ
の
種

類

に
大
別

さ

れ
、

そ

れ
ぞ

れ
が
、

上

の
命
題

の
三
分

類

に
対
応

す

る
。

ま
ず

、
命
題

を

形
成

す

る
、
あ

る

い
は
発

話

す
る
外

的
働

き

と
は
、

①

質

問

(
　

)

②

結
論

(
　

)

③

主

張

(
　

)

で
あ

る
。

次

に
、
命

題
を

保
持

す

る
内
的

働

き
と

は
、

①

疑

い

(
　

)
"
あ

る
命

題

P
を
保

持

す

る
仕

方

が
分

か
ら

な

い
こ

と

(
「
心

の
宙

づ

り
状
態

」
)

②

推

理

(
　

)
"
充

分
な

根
拠

に
基

づ

い

て
、
P
で
あ

る

か
も

し
れ

な

い
、
P
で
あ

る

は
ず

だ
、
P

で
な
け

れ
ば

な
ら

な

い
、
と
命

題

を

保

持

す
る

こ
と

③

承

認

(
　

)
"
無

条
件

的

に

p
を
保
持

す

る

こ
と

で
あ

る
。

そ
し

て
、

そ
れ

ぞ
れ

の
働

き

に
あ

っ
て
は
、

質
問

結
論

主

張
、

ま
た

、
疑

い

推

理
-

承

認

の
順

で
、

「自

然
的

順
序

」

が
存
在

す

る
と

さ
れ

る

(
　

)
。

さ

て
し

か
し
、

ニ
ュ
ー

マ
ン
は

こ
の
よ

う
な
命

題

を
め

ぐ

る
基

本
的

な
枠

組

み

の
提

示

に
際

し

て
、
何

の
説

明
も

与

え
よ
う

と

し
な

い
。
当

然

の

こ
と
な

が
ら
、

論

理
的
、

哲
学

的

に
さ

ま
ざ

ま
な
問

題
点

が
指

摘

さ

れ
る

こ
と

に
な

る
。
命

題

は
通
常

、
真

理
値

の
担

い
手

と

し

て
文

か

ら
区

別
さ

れ

る
。

と

す
れ
ば

、
質

問

は
は

た
し

て
命
題

と

い
え

る

か
P
質

問
を
命

題

と
言

う

の
で
あ

れ
ば

、
命
令

文

や
感

嘆
文

は

ど
う

な
る

の
か

P
結

(
5

)

論

と
主

張

は
同

じ
命
題

の
形

態

で
は

な

い
か
P

さ
ま
ざ

ま

な
命
題

的
態

度

を

こ

の
よ

う

に
簡

単

に
区

分
し

て

よ

い
も

の
か
P
等

で
あ

る
。

た
だ

、

こ

こ
で
、

あ
え

て
、
疑

問
的
ー

条
件

的

定

言
的

と

い
う

ニ

ュ
ー

マ
ン
の
命

題

の
分

類
を

擁
護

し

よ
う

と
す

れ
ば
、

次

の
よ
う

に
も

言

え
る

で
あ

ろ
う
。

確

か

に
問

い
は
肯
定

し

た
り

否
定

し
た

り
し

な

い
。

し

か
し

、

ニ

ュ
ー

マ
ン
は
、
命

題

が
問

い
を

発
す

る
時

、
命

題

は
肯
定

的
決

断

も
し

く
は



否
定
的

決

断

の
可
能

性
を

含
意

す

る
と
述

べ
て

い
る
。

そ

こ
で
は
問

い
と
主
張

の
問

の
繋

が

り

へ
の
注

目
が

な

さ
れ

て

い
る
と
欝

っ
て
よ

い
。
例

え
ば
、

フ
レ
ー
ゲ

は
、
言

明

を
命
題

基

(
　

)

と
力

(
　

)

に
分
析

し
、
主

張
や

疑
問

や
命
令

と

い

っ
た

も

の
に
共
通

の
部

分

(
P
)

と
互

い
に
異
な

る
部
分

と
を
区

別

し
て

い
る
。

こ
れ
は
、

「
P
で
あ

る

か
。

(ぜ
)

」
と

い
う
問

い
と

「
P
で
あ

る
。

(
丁
鴬
)
」

と

い
う

主
張

(轡

明
)

の
間

の
繋

が
り

と
相
違

の
両
方

を
ど

う
理

解

す
る

か

の

一
つ
の
試

み
と
解

釈

す
る

こ
と
も

で
き

る
で
あ

ろ
う
。

こ
の
繋

が
り

、

つ
ま
り

、
共

通

の
部

分

を
考

え
る

一
つ
の
重

要
な

こ

と
は
、

命
題

を
探

究

の
文
脈
ー

問

い
と
答

え

の
文
脈
1

の
中

に
そ
れ

ら
を
置

い
て
考

え

る
こ
と

で
あ

る
。

ニ

ュ
ー

マ
ン

の
命

題

及
び

そ

の
保

持

の
分

類

は
、
探

究
-

疑

い
を
持

ち
、
推

論

し
、
結

論

を
受

け
入

れ

る
ー
ー

と

い
う

こ
と

の
考

察

と

し

て
考

え
れ
ば

、

そ
し

て
、

こ

の
探

究

は
共

通
部

分

と
し

て

の
命

題

の
形

で
表
現

さ

れ
る
事

柄

の
探
究

で
あ

る

と
す

る
な

ら
ば
、

疑

閥
文

の
形

の
命

題

を
命

題

と
し

て
取

り
上
げ

る

こ

と
も
あ

な
が

ち
理
解

不

可
能

と

い
う

こ
と

で
も

な

い
で
あ

ろ
う
。

(
2
)

で
は
、

ニ
ュ
ー

マ
ン
の
考
察

に
と

っ
て
中

心
を

な

す
と
考

え

ら
れ

る
承
認

と
推

理

の
関
係

は

ど

の
様

な

も

の
で
あ

ろ
う

か
。
先

ず

は
そ

の
概

要

を
見

て
お

こ
う

。

一
方

で
、
質

問
ー

結
論
…

ー

主
張

、
も

し
く

は
、

疑

い
ー

推

理
ー

承
認

は
、

同

一
の
命

題

に

つ
い
て
あ
り
得

る

が
、

そ

こ
に
は
、

自
然

的
順

序

が
存
在

す

る
。

こ

の
連

関

で

は
、
推

理

は
、
承

認

に
先
行

す

る
そ

の
前
提

条
件

で
あ

る
。

他
方

、

承
認

は
無
条

件

的

で
あ

る

の

に
対

し

て
、
推

理

は
条
件

的

で
あ

る

と

い
う
点

で
、
両

者

は
厳
し

く
対

比

さ
れ

る
。

ニ

ュ
ー

マ
ン

の
場

合

、
「
推

理
㍊
は
、
形

式
的

推

(
6
)

理
、
非

形
式

的
推

理
、

自
然

的
推

理

に
分

け
ら

れ

る
が
、

い
ず

れ
も

、
通
常

の
推
論

過
程

全
体

(例

え
ば

、

三
段
論

法

の
大

小

二
前

提

と
結
論

の

全

体
)

で

は
な
く

、
結

論
命

題

の
受

け
入

れ

の
こ

と
で
あ

る
。

し
た

が

っ
て
、

推
理

、
或

い
は
む

し
ろ
結

論

は
、

そ

の
前

提

を
構
成

す

る
他

の
諸

命

題

に
依
存

す

る
と

い
う
意

味

で
条
件

的

で
あ

る
。

こ
れ

に
対

し

て
、
承

認

は
、
推

理

に
よ

っ
て
結

論

と
し

て
導
出

さ

れ
た
命

題

を
、

い
わ
ば

改

め
て
、

推
理

が
依

存

し
て

い
た
前

提

な
し

に

こ
こ

ろ

に
抱

く

こ
と
と

し

て
、

命

題

の

「
無

条
件

的
、

絶
対

的
受

け

入
れ
篇
(
宝

"
讐

δ
)
で
あ

る
と

さ
れ

る
。

こ

こ
で
、
承

認

に
関

し

て
予

め
注

意

し

て
お
く

べ
き

一
つ
の
重
要

な

区
別

が
あ

る
。
す
な

わ
ち
、
単

純

な
承
認

と
複

雑

な
承

認

の
区
別

で
あ

る
。



前

者

は
陰

伏

的

一ヨ
℃
=
o
津

で
あ

る

の
に
対
し

て
、
後

者

は
意

識
的

な
受

け

入
れ

で
あ

る
。
そ
し

て
、
「
主
観

的

に
も
客

観
的

に
も
真

で
あ

る
場
合

」
、

そ

の
単
純

な
承
認

、
い
わ
ば
第

一
階

の
承

認
、
は
「
知
覚

(
　

)
」
と
呼

ば
れ
、
第

一
階

の
承

認
を
含

ん
だ
複

雑
な
承

認
は

「確

信

(o
Φ
「
葺

&

Φ
)
」
、

そ

の
命

題
も

し
く

は
真

理

は

「確

実

性

(
　

身
)
」
も
し

く

は

「知

ら

れ

る
も

の
」

「知

識

の
対
象

」
、

そ
し

て

そ

の
命

題

を
承
認

す

る

こ
と
は

「
知

る
こ

と
」

と
呼
ば

れ

る
。

(
　

)

さ

て
し

か
し
、

推
理

と
承

認

の
対
比

を

「自

然

的
順

序
」

と
突

き
合

わ

せ

る
時

、

問
題

が
生

じ

る
。
既

に
見

た
ご

と
く

、

ニ

ュ
ー

マ
ン

に
と

っ

て

の
信
念

と
は
承

認

で
あ

る
。

さ
ら

に
、

そ
の
承

認

は
無
条

件
的

に
命

題

を
受

け
入

れ
、

そ

の
命

題

を
受

け
入

れ

る
た

め

に
い

か
な

る
理

由
も

必

要

と

し
な

い
。
そ

こ

で
当

然

問
題

に

さ
れ

る
こ

と
は
、
「
推

理

の
働

き

の
よ

う
な
命

題

の
条
件

的

受
入

れ
が

承
認

の
様

な
命

題

の
無

条

件
的

受
入

れ

へ
と
導

く

の
は

い
か

に
し

て
か
」
(
　

)
と

い
う
も

の

で
あ

る
。

こ
の
問

い
は

(具

体
的

な
事

物

に

つ

い
て
は
)

「
論
証

さ

れ
得
ず

、

せ

い

ぜ

い
の
所
、

真
理

に
似

た

も

の
と
し

て
証
明

さ

れ
る

だ
け

の
命
題

が
、

い
か

に
し
て
、
我

々
の
留

保
無

し

の
執
着

9
穿

①
ω
δ
口

を
要

求

し
、

ま
た

受

け

る

の
か
」

(
　

)
と

い
う
問

い
で
も
あ

る
。

こ
れ
が
推

理

と
承
認

の
関

わ

り

に

つ
い
て

の
根

本

問
題

で
あ

る
。

(3
)
こ

の
問

題

の
考
察

を

ニ

ュ
ー

マ
ン
は

、
「
信
念

の
倫

理
学
」
を
主
張

す

る

ロ
ッ
ク
の
承
認

程
度

説

の
批

判

か
ら
始

め

る
。

ロ
ッ
ク

の
主

張

は
こ
う

で
あ

る
。
「
蓋
然

性

に
は
確

実
性

と
論

証

の
す

ぐ
近

く

か
ら
、
非

蓋
然

性
、
あ

り
そ

う
も

な
さ

、
ま

た
ほ

と

ん
ど
不

可
能

に
近

い
と
こ

ろ
ま

へ　

　

で

の
程
度

の
差
が

あ

る
よ
う

に
、

同
意

(
　

)

に
も
全

く

の
確

信

・
自
信

か
ら
、
推

測
、

疑

い
、

そ
し

て
不

信

に

い
た

る

ま
で

の
程
度

の
差

が

あ

る
。
」

(四
人
間

知
性

論
』
、
宅

田
O
び
」
卸

畜
)
し
た

が

っ
て
、
直
観

や
論

証

の
働

き
が
批

准

す
る
場

合

を
除

い
て
、
絶

対

的
な

承
認

な
ど

あ
り

え

な

い
。

承
認

は
推

理

に
続

く

も

の
と

し
て
、

推
理

の
必

然
的

な
影

の
類

で
あ
り
、

推

理
が
承

認

の
実
質

で
あ

る
。

こ

の
承
認

程
度
説

を
前

提

と
し

て

ロ
ッ
ク
は
、
「
あ

る
命

題

へ
の
承
認

(同
意

)
の
程
度

は

そ

の
命

題

へ
の
証
拠

の
強

さ

に
比
例

す

べ
き

で
あ

る
」
、

換

言

す
れ
ば

、

「我

々

は
、

あ
る
信

念

を
、

そ

の
証

拠

が
も

っ
て

い
る
蓋

然

性

の
程

度

を
超

え

る
確

信

を
も

っ
て
抱

い
て

は
な

ら
な

い
」
を
基

本

テ

ー
ゼ

と
す

る

「
信
念

の
倫

理
学
　

」
を
主

張

す

る
わ
け

で
あ

る
。

ロ
ッ
ク

に
よ

れ
ば
、

こ
の
規
則

を
破

る
者

は

「真

理

の
た

め



に
真

理

を
愛

し
L

て

い
る

の
で

は
な
く

、
何

ら

か
他

の
副
次

的
目

的

の
た

め

に
真

理
を

愛

す
る
者

で
あ

る
。

証
拠

が

も

っ
て

い
る
蓋
然

性

の
程
度

を
超

え

る
確
信

の

「
余
剰

ω
舞
℃
ξ
ω
p。
ひq
Φ

」

は
す

べ
て
、
何

か
他

の
情

愛

に
起

因
し

、
真

理
愛

に
は
起
因

し

な

い
と
さ

れ
る
。

こ

の

「
承

認

の
程

度

は
証

拠

の
強

さ

に
比

例

す

べ
き
」
と

い
う

ロ
ッ
ク
の
主

張
自

体

は
、
き

わ

め
て
常

識
的

で
あ

り
、

我

々
も
自

ら

の
承
認

(信

念

)

の
働

き

を
振

り
返

る

と
き
、

至
極

も

っ
と

も

で
あ

る

よ
う

に
思

わ
れ

る
。

た
だ
、

注
意

し

な
け

れ
ば

な
ら

な

い
こ

と
は
、
常

識
的

で
も

っ
と

も

で
あ

る

と
思

わ
れ

る

の
は
、
我

々
が

暗
黙

の
う

ち

に
、
確
実

で
不
可
謬

な
知

識

く
Qっ

そ
う

で
な

い
蓋
然

的

に
す
ぎ

な

い
信
念

(思

い
な

し
)
、
と

い
う
伝

統
的

な
認

識
論

の
枠

組

み

に
立

っ
て

い
る

か
ら

で
あ

る
。

こ
こ

で
そ

の
枠

組

み

の
骨
格

を
箇
条

書

き
的

に
要

約

し
て

お
こ
う

。

近
世

経
験

主
義

哲
学

に
お

い
て
は
、
知

識

や
信
念

の
あ
り
方

を

め
ぐ

る
探
求

は
、
デ

カ

ル
ト

の

o
O
ひq
一8

以

来
、
絶

対
確

実

で
不
可

謬

な
知
識

の

探

求

で
あ

っ
た

と
言

え
る
。

こ
の
伝
統

の
基

礎

を
据

え
た

ロ
ッ
ク
は

、
知
識

を

、

①

観
念

の

一
致

不

一
致

の
直

接
的

知
識

で
あ

る
直

観

的
知
識

(
「
黒

は
白

で
な

い
」

「
ω
日
卜。
+
ご

)

②

観
念

の

一
致

不

一
致

の
間
接
的

知

識

で
あ

る
論

証

的
知

識

(
コ
ニ
角

形

の
内
角

の
和

は

二
直
角

で
あ

る
」
)

③

個

別
的
存

在

に

つ
い
て
の
感
覚

的

知
識

(観

念

を
超

え

る
外

的
事

物

の
存

在

に

つ

い
て
の
知
識

)
、

の
三

つ
に
だ
け
厳

し

く
限
定

し

た
。

(。
戸

田人

間
知

性
論

』
、

宅

.
o
房

.
一
-
卜。
)

こ
う
し

た

ロ
ッ
ク
の
知
識

観

を
出

発
点

と

す
る
経

験
主

義
的

知
識

論

の
特
徴

は
次

の
4
点

に
あ

る

と

い
え

よ
う
。

ω

意

識
内
在

主
義

的

知
識

は
観
念

や
印
象

の
直

観
的

知
覚

を

モ
デ

ル
と

し
、
誤

り

の
可
能

性

の
な

い
絶

対
確

実

な
も

の
で
あ

る
。



②
　

知
識
の
モ
デ
ル
と
さ
れ
る
直
観
的
知
識
の
場
合
、
命
題
は
そ
れ
自
身
で
、
他
の
命
題
と
の
関
係
を
抜
き
に
し
て
、
絶
対
的

(8
)

確
実

性

の
特
徴

を
も

つ
と
考

え
ら

れ

て
い
る
。

㈹

脱

人
格
的
ー

セ

ン
ス

・
デ

ー

タ
理
論

を
例

に
と
れ
ば

、

そ
れ

ぞ
れ

の
見

え
自
身

に

つ
い
て

は
誤

り

え
な

い
と

さ

れ
る
場
合

、

そ
れ

は
だ

れ

か

に
と

っ
て

の
見

え

で
は
あ

ろ
う

が
、

そ

れ
ら

の
見

え
を
帰

属

さ
せ

る

べ
き
人
格

的
主

体

の
存
在

は
要

請

さ

れ
な

い
。

こ
れ

は
知
識

の
担

い
手

の
問

題

で
あ
り
、

平

た
く
言

え
ぼ

、

「
何

が

・
だ
れ

が
知

る

の
か
し

と

い
う
問

い
の
成

立

の
問

題

で
あ

る
。
そ

こ

で
は
、

、
知
識

は

ひ

と

に
宿

る
し

と

い
う

よ
う
な

こ
と

が
正
当

な
権

利

を
持

っ
て
語

ら
れ

る
余
地

(
必
要
)

は

な

い
。

ω

状

況
独
立

的
ー

i
例

え
ば

、

「
赤

い
し
と

い
う

見
え

は
、

そ

の
見

え
が
生

じ

る
状
況

の
性

格

に
依
存

し

な

い
。

知
識

は
、

そ

れ
が
誤

り

の
可

能

性

が
な

い
と

い
う
意

味

で
絶

対
確
実

で
あ
ら

ね
ば

な
ら

な

い
と

す
れ
ば

、
だ

れ

に
と

っ
て
、

ど

ん
な
状

態

の
と

き

の
、

と

い

っ
た
状
況

か
ら
独

立

に
確

実

で
な

け
れ
ば

な

ら
な

い
。

こ

の
よ

う
な
知

識

に
対

し

て
、
蓋
然

的

な
信
念

で
あ

る

「
同

意

(
　

)
」
は
、
確

実

で
不

可
謬

な
、

し

た
が

っ
て
極

め

て
限
定

さ

れ
た
知

識

を

い
わ
ば
補

う

も

の
と
し

て
、
限

り

な
く
確

実
性

に
近

い
も

の
か

ら
大

い
に
疑

わ
し

い
も

の
濠

で
、
蓋

然
性

の
、
す

な
わ

ち
、
真

ら

し
く

見
え

る
、

程

度

の
差

を
も

っ
た

も

の
で
あ

る

と
さ
れ

る
。

m

「
グ

レ

ー

ト

・
ブ

リ

テ

ン

は

島

で

あ

る

」

こ
の
よ
う

に
見

る

と
き
、
現

代

で
も

ロ
ッ
ク
を
擁

護
し

て

ニ

ュ
ー

マ
ン
を
批

判

す
る
　

に
も
見

ら

れ

る
よ
う

に
、
伝
統

的
な

認
識

論

(
9
)

の
立
場

に
立

て
ば

、
　

が
、

常
識

的

で
も

っ
と

も
ら

し
く
見

え

る

の
は
、
当

然

で
あ

ろ
う
。

し

か
し
な

が

ら
、

ニ
ュ
ー

マ
ン
は

こ

の

一
見
常
識

的

に
見

え

る
見
方

に
真

っ
向

か
ら
対
立

す

る
。
承

認

は
そ

の
源
泉

よ

り
高

く

に
は
登

る

べ
き
で

は
な

い
と

す
る

ロ
ッ
ク

の
見

解

は
、

推

理

と
承
認

と

の
関

わ
り

に

つ

い
て
の
ア

・
プ
リ

オ
リ

で
抽
象

的

な
議

論

に
す
ぎ

ず
、

き

わ
め

て
危

険

で
あ

る
。

「
ロ
ッ
ク
は
実
在

す

る
も

の

と
し



て
の
、

こ

の
世

界

に
見

い
だ

さ
れ

る
も

の
と

し

て
の
、
人

間

の
本
性

を
問

う

こ
と

は
せ
ず

に
、

こ
こ

ろ
が

い
か

に
働

く

べ
き

か

に

つ
い
て

の
自

ら

の
理
想

を
考

え

て

い
る
。
L
む
し
ろ

、
我

々
は

現
実

に
何

を
ど

の
よ
う

に
承
認

し

て

い
る
か

の

「
心

理
学
的

事
実

に
し
た

が

っ
て
判

断
す

べ
き
で
あ

(恥

)

る
」

(
　

)
と

ニ

ュ
ー

マ
ン
は
主
張

す

る

の
で
あ

る
。
　

は

、

ニ
ュ
ー

マ
ン

の
関

心

は
、
信
念

に

つ
い
て

の
認
識
論

よ
り

は

む
し

ろ
、
現

象
学

あ

る

い
は
心
理
学

に
あ

る
、
と

指
摘

す

る
が
、

は

た
し

て
そ

れ
だ

け

の
こ
と

で
あ

る

の
か
。

ニ

ュ
ー

マ
ン

の

ロ
ッ
ク
批
判

の
内

実

を
見

て
み
よ
う

。

(1
)

ニ

ュ
ー

マ
ン

に
よ
る
最

初

の
批
判

は
、

ロ
ッ
ク
自

身

が

み
ず

か
ら

の

史
三
6
ω

に
反

し

て
、

例
外

を

認
め

て

い
る

で
は
な

い
か
、

と

い

う
も

の

で
あ

る
。
実
際

に

ロ
ッ
ク

の
テ
キ

ス
ト

で
は
、
「
い
く

つ
か

の
命

題

は
、
あ

ま
り

に
確

実
性

の
近
く

に
接

し

て

い
る

の
で
、
我

々

は
ま

っ
た

く
そ

れ
ら

に
疑

い
を

も
た
ず

、
誤

り

な
く
論

証

さ
れ

て

い
る

か
の
よ

う

に
、
確

固

と
し

て
同
意

し
、

ま

た
、
そ

の
同
意

に
従

っ
て
断

固

と
し

て
行

為
す

る
」

(『
人

間
知
性

論

』
　

)

と
言

わ
れ

て

い
る
。

ニ
ュ
ー

マ
ン
は

「
人
間

の
本

性

が
不
合

理
　

で
な

い
限

り
、

そ

の
よ
う

な
論

証
的

で

な

い
推

論

に
基

づ
く
承

認

を
不
合

理

で
あ

る
と

み
な

す

に
は
、

そ

れ
は
あ

ま

り

に
も

広
く

見

い
だ

さ
れ
、

ま

た
そ

れ
を
弱

点

で
あ

り
異
常

で
あ

る

と
言

う

に
は
、
思

慮
深

い
人

に
あ
ま

り

に
身

近

な
も

の
で
あ

る
。
直
観

的

で
も
論

証

的

で
も
な

い
こ
れ

ら

の
真

理

を
受

け
入

れ
る

こ
と

な
し

に
は
、

我

々
は
考

え

る

こ
と
も
行

為

す

る
こ

と
も

で

き

な

い
。
命

題

を
真

と

し
て
絶

対
的

に
受

け
入

れ

る

こ
と
は
、

我

々

の
自

然
本

性

の

一
部

で
あ
る
。
」

(
2

》
P

一
一
。。
)

と

主
張

す

る
。

で
は
、

「
誰

も
そ

れ
を

証
明

で

き
な

い
が
、

そ

れ
で
も

誰
も

が
無
条

件

的

に
受

け
入

れ
て

い
る
多

く

の
真
理

」
と

は
、

ど

の
よ
う

な
真

理
な

の
で

あ

ろ
う

か
。

ニ

ュ
ー

マ
ン
が
挙
げ

る
実
例

は
様

々
で
あ

る
。

そ
れ

ら

は
ひ

と
ま
ず

は
大

き
く

、
直
観

に
よ

る
確

信

と
自

己
意

識

の
領
域

に
限

定

さ

れ

な

い
事

実

へ
の
承

認

と

の
二

つ
に
分

け
ら

れ

て

い
る
。
前
者

の
例

と
し

て
は
、

「
我

々
は
存

在

す
る
」

「
皆

個
別

性

と
同

一
性

を
も

っ
て

い
る
」

「
こ

こ
ろ

の
中

で
考

え
、

感

じ
、

そ
し

て
行
為

す

る
」

「
善
悪

、

正
誤
、

美
醜

の
感

覚

を
も

っ
て

い
る

」
を

は
じ

め
と

し

て
、

昨

日
、

も
し

く

は
去

年
起

こ

っ
た

こ
と

の
絶
対

的

な
ヴ

ィ
ジ

ョ
ン

に
関

す

る
も

の
、
あ

る

い
は
我

々

の
無
知

や
疑

い
に

つ
い

て
の
自
己

意
識

に
関

す

る
も

の

で
あ

る
。



後
者
の
事
実
的
な
例
と
し
て
は
、
外
界
の
存
在
や
地
球
や
世
界
の
現
状

大
地
と
水
の
巨
大
な
広
が
り
、
特
定
の
場
所
に
特
定
の
都
市
が
あ
る

こ
と
ー

、
我

々

の
身

の
回
り

の
基
本

的

な
事
実

両
親

の
存

在
、
食

べ
物

、
歴

史
、
芸

術
、
科
学

、
文
学

、
宗

教

の
存
在

、
さ
ら

に
は
、

我

々

の
喜

怒
哀

楽
、

後
悔

の
念

、

そ
し

て

お
し
ま

い
に
は
、
神

の
存
在

や

キ
リ

ス
ト
教

の
教

え

と
真

理

へ
の
実

感

、

と

い

っ
た

も

の
が
挙
げ

ら

れ

る
。

例

え
ば
、

「
グ

レ
ー
ト

・
ブ

リ

テ

ン
は
島

で
あ

る
」

に

つ
い
て
、

ニ

ュ
ー

マ
ン
は
次

の
よ
う

に
言

う
。

「
こ
の
信
念

は
単

純

で
基
礎

的

な
真

理

で
あ
る

。
英
国

史

の
全
体

、
全

て

の
通

商
貿

易
、

全

て
の
経
済

社
会

政

治

シ

ス
テ
ム
、

な

ど

の
無

数

の
事
実

、

も
し

く
は
事

実

と
我

々
が
考

え

る

も

の

は
、
全

て

こ
の
命
題

の
真

の
上

に
あ

る
。
我

々
が

こ

の
単
純

基
礎

的
な

真

理

に
欺

か

れ

て

い
る

か
も

し
れ

な

い
、

と

い
う
仮

定

に
は

、
明
白

な
帰

謬

法
が
結

果

す

る
。
」

(
　

一
)

(
2
)

さ

て
、

こ
れ
ら

は
、
無

条

件
的

な

承
認

の

い
わ
ば

パ
ラ
ダ

イ

ム
ケ

ー

ス
で
あ

ろ
う

が
、

ニ

ュ
ー

マ
ン
が

そ
れ

ら

の

い
さ
さ

か
特

異

な

命

題

に
も

た
せ

た
哲
学

的
な

意
味

は

ど

の
よ
う

な
も

の

で
あ
ろ
う

か
。

　ロ

　

例

え

ば
、
　

は
、
以

下

の
よ
う

に
論

じ

て

い
る
。

ニ

ュ
ー

マ
ン
は
、
確

信

の
事
実

は

そ

の
確

信

の
権
利

を

保
証

す

る
も

の
で

は
な

い
、
と

い
う

こ
と

を
十

分
承
知

し

て

い
た

の
で
、
氾

濫

す
る
偽

り

の
確

信

を
排

除
す

る

た
め

の
規
準

と

し

て
、
推

論
的

直
観

(
　

)

と
第

一
原

理

の
問

題

を
強
調

し

た
。

し

か
し
、

ニ

ュ
ー

マ
ン
は
こ

れ
だ

け

に
は
留

ま
ら
な

い
。

上

に
引
用

し

た
諸
命

題

が
も

つ
と
言

わ

れ
る

「
単

純
基
礎

的

な
真

理
」

に

つ

い
て
は
、

い
わ
ゆ

る

「
ム
ー

ア
命

題
」

的

な
性
格

に
注
目

す

べ
き

で
あ

る
。

つ
ま

り
、

ニ

ュ
ー

マ
ン

に
お
け

る
確

信

の

問
題

は
、
後

期

ヴ

ィ

ッ
ト
ゲ

ン
シ

ュ
タ
イ

ン
の

「
川
床
命

題

」
の
も

つ
哲

学
的

な
意

味

川

床
を

流

れ
る
水

の
動

き

(
11

通
常

の
経

験
的

知
識

)

と
川
床

そ

の
も

の

(11

言
語

ゲ

ー

ム
を
成

り
立

た

せ
て

い
る
知
識

)

と

の
区
別

に
引

き

つ
け

て
理
解

可
能

で
あ

る
。

ζ
o
O
霞
筈
《

の
理
解

は
現

代
哲

学

の
視
点

か
ら

す

れ
ば
、
極

め
て
魅

力
的

で
あ

る

こ
と

は
確

か

で
あ

る
。
し

か
し

な
が

ら
、
ニ

ュ
ー

マ
ン
で
は
、

同
じ
確

信

の
命
題

と

し

て
、

例

え
ば

、

「
ヴ

ィ
ク
ト

リ
ア

は
英
国

の
君

主

で
あ

り
、

ケ

ン
ト
公

は
そ
う

で
は
な

い
」
　

)
、

「欧

州
戦

争

が
勃

発

し
そ
う

だ
。

大
胆

に
も

、
ギ

リ

シ

ャ
が

ト

ル

コ
に
反
抗

し

て

い
る
か
ら

。
」

(
　

)
と

い

っ
た
極

め

て
具
体
的

な
事

実

に
関

す
る



事

例
も

少

な

か
ら

ず
含

ま

れ

て

い
る
。

ニ
ュ
ー

マ
ン
の
場
合

、
川

床

の
比
喩

に
示

さ
れ

て

い
る
よ
う

な
経

験
命

題

の
間

の
、
川

床

そ

の
も

の
と
水

　ロ

ロ

の
流

れ

の
区

別

と

い

っ
た
類

の
構

造

と

い
う
視
点

は
、

希
薄

で
あ

る
よ
う

に
も

思

わ
れ

る
。

し

か
し

な
が

ら
、

わ
た

し
と

し

て
は
、

ニ

ュ
ー

マ
ン
に
お
け

る
確

信

と
し

て

の
知
識

が

も

つ
哲
学

的
意

味

は
、

ロ
ッ
ク

の
意

識
内

在
主
義

的

な

伝

統
的

経
験

主
義

の
知

識
観

に
対

立

す
る
、

新

た
な
知

識
観

の
呈
示

に
あ

る

と
考
え

た

い
。
ヒ

で
見

た

よ
う

に
、
実

は

ロ
ッ
ク
も
、

そ

の
よ

う
な

命

題

「
イ
タ

リ

ア

に
は

ロ
ー

マ
と

い
う

都
市

が
あ

る
」
、
歴
史

的

事
実

へ
の
信
念

、
等

へ
の
承
認

が
、

我

々

の
思

考

や
議
論

あ

る

い
は
行

為

の
土

台

と
な

っ
て

い
る

と

い
う
事
実

は

認

め
る

の

で
あ

る
。

た
だ

、

ニ

ュ
ー

マ
ン
は

そ
れ

ら
を
確
実

な
真

理

で
あ

る

と
す

る
が
、

ロ

ッ
ク

は
そ

れ
ら

を
決

し

て
確

実

な
真

理

の
知

識

で
あ

る

と
み

な
す

べ
き

で
は
な

い
、

そ
う

す

る

こ
と
は
、

「
真

理

の
た
め

に
真

理
を

愛

す
る
」
こ
と

に
は

な
ら

な

い
、
と

言
う

の
で
あ

る
。

我

々

の
思
考

や
行

為

の
土
台

と

な
る
命

題

を
、

ニ

ュ
ー

マ
ン

の
よ
う

に
絶
対

確
実

な
信

念
、

つ
ま
り
、

知
識

で
あ

る

と

み
な
す

こ

と
と
、
ロ
ッ
ク

の
よ
う

に
絶

対
確
実

な
知
識

で
あ

る

か

の
よ
う

に
み

な
す

こ
と

と

の
問

に
は
、
ど

れ
だ

け

の
違

い
が
あ

る

だ
ろ
う

か
。

　ロ

　

　
は

、

こ

の
よ

う
な

命
題

を
　

と

み
な
し

、
両
者

の
違

い
は
次

の
点

に
あ

る
と
言

う
。

す

な
わ

ち
、

一

方

ロ
ッ
ク
は
伝

統
的

な
認

識
論

に
重

き
を

置

い
て
、

知
識

を
確

実

不
可

謬
な
領

域

に
限
定

し

、
他

方

ニ

ュ
ー

マ
ン
は
、

現
象

学
的

ま

た
心
理

学
的

に
人
間

の

こ
こ
ろ

の
働

き
を
観

察

す
る

こ
と

に
よ

っ
て
、

知
識

の
境

界
線

を
広

げ

て
、
確

信

ま

で
を
も
含

め
さ

せ
た
、

と

す
る
。

し

か
し
、

は
た

し
て
問

題

は
境
界

線

の
引

き
方

に
あ

る

の
で
あ

ろ
う

か
。

ニ

ュ
ー

マ
ン
で
は
、

「
グ

レ
ー

ト

・ブ

リ

テ

ン
は
島

で
あ

る
」

と

い
う

命
題

(信
念

そ
し

て
知
識

)
は
、
我

々

の
歴
史

、
文

化
、

そ

し

て
社

会
生

活

の
事
実

に
関

わ
る
命

題

(
信
念

そ
し

て
知

識
)

の
、

い
わ
ば

全
体

が

、

「
そ
れ
を

何

ら

か
の
仕
方

で
含

意

し

(
　

)
」
、

「
そ

れ

の
真

理

に
依
存

し

(
　

「
こ
れ

ま

で
認

め

ら
れ

て
き

た

い
か
な

る
事
実

も

、
グ

レ
ー
ト

・
ブ

リ

テ

ン
が
島

で
あ

る

の
と

は
別

の
仕
方

で
あ

る
こ
と

に
は
依

存

し
な

い
」

と

さ

れ

て

い
た

(
　

)
。

こ
の

こ
と
は
、

「
グ

レ
ー
ト

・
ブ

リ

テ

ン
は
島

で
あ

る
」

と

い
う
命
題

が
、

単

に

「
単

純

で
基
礎

的

な
」
命

題

で

あ

る
ば

か
り

で
な

く
、
他

の
無

数

の
命
題

と

の
相

互

の
関

わ
り

の
う

ち

に
あ

る

と

い
う

こ
と
を
意

味

し

て

い
る
。

信
念

や

知
識

に

つ
い
て

の
こ

の

よ

う
な
見

方

は
、
先

に
見

た

ロ
ッ
ク
流

の
知
識

論

の
枠
組

み

の
4

つ
の
特
徴

の

一
つ
、
「
知
識

を
構

成

す

る
様

々
な
命
題

は
そ

れ
自

体

独
立

的

で
あ



る
L
と

い
う
　

な
見
方

に
対

立

す

る
と
言

え

る
。
知

識

は
、
個

々
単

独

に
成
立

す

る

の
で
は

な
く
、

他

の
信
念

と

の
関
係

の
中

で
成

立

す

る
、

と

い
う

こ

の

ニ

ュ
ー

マ
ン
の
見
方

は
、

む

し
ろ
　

な
見
方

と
言

え

よ
う

か
。

(3
)

そ
し

て
さ
ら

に
言

え
ば

、
先

ほ

ど

の
無

条
件

的

で
確
実

と

さ
れ

る
承
認

(信

念

)

に

つ
い
て

の
、

ニ
ュ
ー

マ
ン

に
よ

る
実
例

の
引

き

方

に
注
意

せ

ね
ば
な

ら

な

い
。

多
様

な
実

例

か
ら
先

ず
言

え

る

こ
と
は
、

ニ
ュ
ー

マ
ン
は

「
確
実

性

」
を
問

題

に
す

る
が
、

そ

れ
は

「
不
可
謬

性
」

の
追

求

で
は

な

い
、

と

い
う

こ
と

で
あ

る
。

ニ

ュ
ー

マ
ン
の
承
認

に
は
誤

り

の
可
能

性

は
あ

る

の
で
あ

る
。

こ

の
点

は
、
単
純

な

承
認

か
ら
複

雑

な
承

認

(確

信
)

へ
と
至

る
過

程

で
強

調

さ

れ
る

「
探
究

」
の

コ
ン
テ
キ

ス
ト

か
ら
明

ら

か
で
あ

る
。

「
探
究

」
と

い
う

こ
と

で
、

ニ

ュ
ー

マ
ン
は
、

　
を

区
別

し

て

い
る
が
、
こ

の
区
別

の
基

準

は
、
前
者

が
疑

い
を
含
意

す

る

の
に
対

し

て
、
後
者

は
含

意

し
な

い
点

に

あ

る

と
さ
れ

る
。

そ
し

て
、

こ

の
区

別

の
ポ

イ

ン
ト
は
、

理
論

や
事

実

に
承
認

を
与

え

る
人

は
、

不
整
合

に
陥

る
こ

と
な
く

、
そ

れ
ら

の
信

愚
性

(
　

)
を

そ

の
承

認

の
喪

失

(11
疑

い
の
抱
懐

)
な

し

に
探

究
　

す

る
こ

と
が
出

来

る
、

し

か
し
、

そ

の
真

理

を

ぎ
p
三
お

す

る

こ
と

は
で
き

な

い
、

と

い
う
点

に
あ

る

(
　

)
。

ニ

ュ
ー

マ
ン
の
承
認

に

は
誤

り

の
可
能

性

は
あ

る

の

で
あ

る
。

次

に
、

表
向

き

そ
れ

ら

の
実

例

は
、
直

観
的

な
命

題

と
事
実

的

な
命

題

と

に
二
分

さ
れ

て

い
る
が
、

知
識

や
信
念

の
確
実

性

と

い
う

基
準

で
区

別

さ

れ
て

い
る
わ

け

で
は
な

い
、

と

い
う

こ
と

に
十

分

注
意

し
な

け
れ
ば

な

ら
な

い
。

ロ

ッ
ク

に
お

い

て
は
、
周

知

の
よ
う

に
、

直
観

的
知

識

が

最
高

度

の
確
実

性

を
も

っ
て

い
た
。

し

か
し

、

ニ
ュ
ー

マ
ン
で

は
確

信

や
知

識

と
し

て

の
承

認

に
確
実

性

の
程
度

は

な

い
の

で
あ

る
。

と

い
う

こ

と
は
、

ニ

ュ
ー

マ
ン
が

、
直
観

的

な
知
識

に
絶

対
確

実

で
不

可
謬

な
知

識

の

モ
デ

ル
を

見

る
、
意

識
内

在
主

義
的

な
捉

え
方

を
拒

否

し

て

い
る

こ

と
を
意

味

す
る
。

こ
の
よ
う

に
見

て
く

る

と
、
問

題

は
、

ロ
ッ
ク
は
知

識
を

直
観

と
論

証

そ
し

て
感
覚

に
よ
る
不

可
謬

な

も

の
に
厳

し
く
限

定

し
た

が
、

ニ

ュ
ー

マ
ン
は
、
我

々
の
思
考

や
行

為

の
土
台

と
な

っ
て

い
る
確

実

な
信

念

に
ま

で
知
識

の
領

域
を

拡
大

し

た
、

と

い
う
だ

け

で
は
な

い
こ
と
が

明
ら

か

と
な

ろ
う
。

わ

た
し

に
は
、

問
題

は
、

我

々

の
持

っ
て

い
る
信
念

の
な

か
で
知
識

と

そ
う

で
な

い
も

の

の
境

界
線

を

ど

こ
に
引

く

か
と

い
う

よ

う



な
も

の

で
は
な

く
、
ど

こ
に
知
識

の
、
そ

し

て
知

る
こ
と

の
根
本

を

見

る
か

の
問
題

で
あ

る

と
思

わ
れ

る
。

つ
ま

り
、

ニ

ュ
ー

マ
ン

に
お

い
て
は
、

確

実
性

、

そ
し

て
確
実

な
信

念

と
し

て

の
知

識

の
根
本

は
、

ま
さ

に
そ

れ
ら
が

我

々

の
思

考

や
行
為

の
、

そ

し

て
日

々
の
生
活

の
土
台

と
な

っ
て

い
る
の
だ

と

い
う
そ

の

こ
と

に
あ

る
、

と

い
う

こ

と
で

は
な

か
ろ
う

か
。

信
仰

の
合

理
性

、
宗

教
的

真

理

へ
の
確
信

の
現
実
性

の
根

拠

を
考
察

す

べ
き

ニ

ュ
ー

マ
ン
に
と

っ
て
、

知
識

は
本

質
的

に
実

践
的

(
　

)

で
あ
ら

ね
ば

な
ら

な

か

っ
た

か
ら

で
あ

る
。

N

「
蓋

然

性

の

堆

積

」

(
　

)

(
1
)

ニ

ュ
ー

マ
ン

の

ロ
ッ
ク
批
判

は
、

推

理

と
承

認

に
関

す

る
人
間
本

性

の

「
心
理

学
的

事
実

」

か
ら

の
批
判

で
あ

る
。

ニ
ュ
ー

マ
ン
が

「
心
理
学

的
」

と
言
う

場
合

、

そ
れ

は

「
人
間

の

こ
こ

ろ
に

つ
い
て
の
法

則
」
と

い
う

こ
と

で
あ

り
、

ま
た

そ

の

「
事
実

」
と

は
、

「我

々
の
日
常

の
経

験

が
推

理
と
承

認

の
相
互

関
係

に

つ
い
て
教

え

る
」

「
人
間

の
知
的

本

性

の
普

段

の
働

き
」
を
意
味

す

る
。

こ

の
よ
う

な
事
実

に
注
目

す

る
と

き

、
推

理
と

承
認

の

一
方

が

不
在

で
も
他

方

が
現

在

す
る
、

あ

る

い
は
ま

た
、
両

者

は
必
ず

し

も
同
時

的

に
変
化

し

な

い
、

と

い
う

こ

と
は
明

ら

か
で
あ

る
。
例

え
ば
、
「
証

拠

を
忘

れ

て
も
人

は
承
認

し
続

け

る
」
、
「
強

く
確
実

な

議
論

が
あ

っ
て
も
、
時

と
し

て
承

認

は
与

え

ら
れ

な

い
」
、
「
証

明

は
成
長

し

う

る
。

し

か

し
、
承

認

は
存

在

す

る

か
し
な

い
か

の
ど

ち
ら

か

で
あ
る

」
と

い

っ
た
具
合

で
あ

る

(
　

)
。

こ
れ
ら

の

事
実

の
指

摘

か
ら
、

「
承

認

が
推

理

の
影

に
す
ぎ

な

い
も

の
」
、

「
承
認

は
推

理

の
働

き

の

一
種

の
再
生

産

で
あ

る
」
と
す

る

ロ

ッ
ク

の
考

え
方

に

ニ

ュ
ー

マ
ン
は
強

く

反
対

し

て
、
推

理

と
承
認

は
全

く
別

の
心

の
働

き

で
あ

る
と
主

張

す
る
。
こ

の
区
別

我

々

の
第

二
の
ポ

イ

ン
ト
で
あ

る

の
内
実

は
、

先

に
も
見

た

よ
う

に
、
推

理

の
条
件

性

に
対

す
る

承
認

・
確

信

の
無

条

件
性

の
特

徴

で
あ

る
。
推

理

と
は
異

な

る
承
認

の
働

き

の
更

な

る
特

徴
を

見

る
た

め

に
、

ま
ず

、

ニ

ュ
ー

マ
ン

の
次

の
こ
と
ば

に
耳
を
傾

け
て

み
よ
う

。

「
承

認

は
、

も
と
も

と

そ
れ

が
生

じ
る
際

に
基

づ

い
て

い
た

推
理

的
働

き

の
現
前

な

し

に
存

続
可

能

で
あ

る

こ
と
を
我

々
は
経
験

か
ら
知

っ
て

い
る
。

我

々
は
、

生
を

営

ん

で
ゆ
く

に

つ
れ

て
、
習

慣

の
獲
得

に
よ

っ
て
内
的

に
形

成

さ
れ
変

化

す
る

だ
け

で
な

く
、
様

々
な
主
題

に

つ
い
て

の



非

常

に
多

く

の
信
念

と
見
解

に
よ

っ
て
豊

か

に
な

る
。

ほ
と

ん
ど
第

一
原

理

と
し

て
保
持

さ

れ

る
こ

れ
ら

の
信
念

や
見
解

の
あ

る
も

の
は
、

承
認

で
あ

り
、

こ

れ
ら

は
言
わ
ば

こ
こ

ろ

の
衣

服

と
家
具

を
形

作

る
。

(中

略

)

こ
れ

ら

の
承

認

に
は

、
最
初

は
何

ら

か

の
種
類

の
理

由

が
あ

っ
た

で

あ

ろ
う
が

、
そ

れ
が

ど
う

い
う

も

の
で
あ

っ
た

に
せ
よ
、

我

々
は

と
う

に
そ

れ
ら

の
理
由

を
忘

れ

て
し

ま

っ
て

い
る
。

我

々
は
そ

れ
を

保
証

す

る

も

の
を
忘

れ

て
し
ま

っ
て

い
る
が
、
承

認

は
持

ち
続

け

て

い
る
。
そ
れ

ら
は
今

や
、
自

存
的

で
あ

り
、
い
か
な
る
意

味

で
も
結

論

で

は
な

い
。
　
(
　

　
)

ニ
ュ
ー

マ
ン
が
承

認
を
推

理

と

は
独
立

の
こ

こ
ろ

の
働

き

と

み
な
す
最

大

の
ポ

イ

ン
ト

は
、
　

で
あ

る
か
も

し

れ
な

い
が
そ
れ

は

(
14
)

事

実

で
あ

る
、

と

い
う

よ
う
な

こ

と

に
あ

る

の
で

は
な

い
。
そ

う

で
は
な

く

て
、
む

し

ろ
、
そ
う

い
う

事
実

こ
そ
が
不

合

理
　

で
な

い

人
間

の
本

性

で
あ

っ
て
、

承
認

(信
念

)

や
知

識

は
ま

さ

に
そ
れ

ぞ
れ

の

ひ
と

の
あ
り
方

の
形

成

に
直
接

関

わ

る
と

い
う
意
味

で
推
理

と

は
独
立

の

こ
こ

ろ

の
働

き

で
あ

る
、
と

い
う

こ
と

で
あ
ろ

う
。
こ

の
こ

と
は
別

の
箇

所

で
は
、
「
承

認

は
、
自

己

の
働

き

で
あ

り
、
表

出

で
あ

る

(
　

　
)
」

(象

℃
戸

お
ら
)
と
し

て
、
あ

る

い
は
ま

た

「我

々
の
真

理

の
規

準

は
、
命

題

の
操
作

で
あ

る
よ
り

も
、

そ
れ

ら

の

命

題

を
主

張
す

る
人
格

の
知
的

お

よ
び
道
徳

的

性
格

で
あ

る
」

(
　

)

と

し
て
、

再
三

再

四
強
調

さ

れ
る

の

で
あ

る
。

(2
)

さ
て

で
は
、

元

々

の
問

い
で
あ

っ
た

「
ど

の
よ
う

に
し

て
、

命
題

の
条

件
的

受

け
入

れ

で
あ

る
推

理

か
ら
命

題

の
無

条
件

的
受

け

入

れ

で
あ

る
承
認

へ
と
至

る

の
か
」

と

い
う

問
題

を
見

て
み
よ
う

。

「推

理

か

ら
承
認

へ
」

と

い
う
自

然
的

順
序

は
、

「
蓋

然
性

の
堆

積
」

と

い
う
仕

方

で

の
確

実
性

の
概
念

の
理
解

と
重

な

る
。

ニ

ュ
ー

マ
ン

に
お
け

る
推

理

に

つ
い
て
は
、
そ

の
詳

細

な
検
討

は
別

の
機

会

に
譲

ら
ね
ば

な

ら
な

い
が
、
簡

単

に
言

え
ば

、
言
語

化

可
能

な
「
形

式
的
推

理

」
、
言

語
化

が
困

難

な

「非

形

式
的

推
理

」
や

「
自
然

的
推

理

」
の
協
働

に
よ
る

「
蓋

然
性

の
堆

積
」

と
し

て
の
、
複

雑

で
微
妙

き

わ

ま

る
前
提

群

か
ら

の
推
論

、

さ
ら

に
は
、

そ

の
よ
う

な
推
論

の
各

段
階

へ
の

「推

論

的
直
観
　

」

ア
リ

ス
ト
テ

レ

ス
の
プ

ロ
ネ

ー

シ
ス

に
比

さ

れ
る

の
参

画

に
基

づ
く

も

の
で
あ

る
。

そ

し

て
、

そ

の
結
論

命
題

の
受

け

入
れ

と
し

て

の
承
認

に
は
、

そ
れ
が
確

信

へ
と

い
た



る
場

合

に
は
、

蓋
然

性

の
堆
積

を
超

え
る

い
わ
ば

「
余
剰
　

」

が
備

わ

る
と

さ
れ

る
。

こ

の
場

合
、

注
意

す

べ
き
重

要

な
点

は
、
蓋

然
性

の
堆

積

す
な

わ
ち

証
拠

の
堆
積

、

そ
し

て
そ

の
堆
積

を
超

え
る

.
余
剰

L

と

い
う

考

え
方
を

中
心

と
す

る
確
実

性

の
概
念

で
あ

る
。

ニ

ュ
ー

マ
ン

に
よ
れ
ば

、
「本

当

の
具
体

的

問
題

に
お
け

る
結
論

は
、
現
実

に
獲

得

さ
れ

る
よ

り
も
、
堆
積

さ

れ
た
諸

前
提

の
数

と
方

向

の
内

に
予
見

さ

れ
予

言

さ
れ

る

(
　

)
も

の
で
あ

る
。

こ
れ
ら

の
堆
積

さ

れ
た
諸

前
提

は

、
全

て
、
そ

の
結
論

に
収

敏

し

(
　

)
、

そ

の
結

合

の
結

果
、
最

も
近

く

そ

の
結

論

に
接
近

す

る
が
、

主

題

の
本
性

と
、

そ

の
主
題

が
依

存

す

る
推

論

の

(少

な
く

と
も

そ

の

一
部

の
)
微

妙

で
陰
伏

的

な
性
格

の
ゆ
え

に
、

そ

の
結

論

に
論

理
的

に
触

れ

る
こ

と
は
な

い
(
そ
れ

に
触

れ
な

い
と

い
う

だ
け

の

こ
と

で
は
あ

る
が

)
。
無

敵

の
一.一段

論
法

に
よ

っ
て

で
は
な

く
、
蓋

然

的

で
あ

る

に
過

ぎ
な

い

諸
前

提

の
力

、
多
様

性

、
或

い
は
乗
法

に
よ

っ
て

反
論

が
克

服

さ
れ
、

反
対

の
理
論

が
中
立

化

さ

れ
、

困

難
が

次
第

に
取

り
払

わ

れ
、
例

外

が

そ

の
規
則

を
証

明
し

、
既

に
受

け

入
れ

ら
れ

て

い
る
真

理

の
内

に
思

い
が
け

な

い
相
関

が
見
出

さ
れ

る
と

い

っ
た
仕
方

で

、

経
験

を
積

ん

だ

こ
こ
ろ

に
は
、

そ

の
結
論

が
不

可
避

で
あ
る

こ
と

の
確

た
る

予
見

(
　

)
を
持

つ
こ
と
が

可
能

に
な

る
」

(
　

)
と

さ
れ

る
。
我

々
は

こ
こ

で
対

照
的

に
、

先

に
見

た

ロ
ッ
ク

の

「
蓋
然

性

の
程
度

を
超

え

る
確

信

の
余

剰
」

は
真

理
愛

で
は
な

く
、

す

べ
て
他

の
情

愛

に
起

因

す
る

と

い
う

主

張
を
想

起

す

べ
き

で
あ

ろ
う
。

ロ

ッ
ク

に
と

っ
て

は
、
確

信

に
ま

つ
わ

る
人
格

的

で
状

況
依
存

的

な

フ

ァ
ク
タ

ー

の
全

て
が

「
余
剰

」

な

の
で
あ

る
。

こ

の
よ
う

に
見

て
く

る
と

き
、

ニ

ュ
ー

マ
ン
は
、

ロ

ッ
ク

に
代
表

さ

れ
る
経

験
主

義
哲

学

の
伝
統

的

な
知
識

観

に
い
か

に
対
立

し

た
か
、

と

い

う
我

々

の
問
題

へ
の
解

答

が
あ

る
程

度
見

え

て
く

る
と
思

わ

れ
る
。

す

な
わ

ち
、

ω

収

敏

す
る
蓋

然
性

の
堆

積

は
、
知

性

に
応

じ

て
、

そ
の
数

も
評
価

も

異
な

る
。

ま

た
、
非

形
式

的
推

理

や
自
然

的
推

理

の
出
発

点

に
な

る

第

一
原

理
も
、

そ

れ
ぞ

れ

の
人

に
よ

っ
て
異

な
る

人
格

的
な

も

の
で
あ

る

と
さ

れ
る
。

実

は
、
承

認

だ
け

で
は

な
く
、

論
証

的

で
な

い
種

類

の
推

　
め
　

理

に

つ

い
て
も

、

そ

の
顕

著

な
特
徴

と

し

て
、

「
人

格
的
　

」

な
性
格

が
強

調

さ

れ
て

い
る
。

②

こ

の
推

理

お
よ
び

承
認

の
人
格
的

性
格

は
、
ま

た
、

承
認

及
び
確

信

の
状

況
依

存
的

性
格

と

も

つ
な
が

っ
て

い
る
。

何

が
第

一
原

理

と
し



て
立

て
ら

れ
、
推

理

が
行

わ
れ

、
承

認

・
確

信

が
与

え

ら
れ

る

か
は
、
状

況

に
依
存

す

る
。

⑧

確
実

性

を
蓋

然
性

の
堆
積

と
し

て
捉

え

る
見

方

は
、
我

々
が
先

に
も
見

た
知

識

に

つ
い
て

の

ニ
ュ
ー

マ
ン
の

7
0
一一ω賦
∩

な

見
方

を
明
確

に

示
し

て

い
る

と
解

さ

れ

る
。

結

び

に

か

え

て

さ

て
、

ニ
ュ
ー

マ
ン
に
よ

る

ロ

ッ
ク

の

「信

念

の
倫
理

学
」

批
判

に

つ
い
て

の
我

々
の
理
解

の
方

向

が
も

し
正

し
け

れ
ば

、

ニ

ュ
ー

マ
ン

に
お

け

る
、
推

理

か
ら
承

認

(信
念

)

そ
し

て
確
信

と

し

て
の
知
識

と

い
う
、

我

々

の
こ

こ
ろ

の
働

き

を
捉

え

る
基
本
的

な

枠
組

み

は
、
直

観
的

な
知

覚

を
知
識

の
モ
デ

ル
と

す

る
、

確
実

性

・
不
可

謬
性

と
蓋

然
性

を

め
ぐ

る

ロ

ッ
ク
の
、

そ
し

て
伝

統
的

な
経

験
論

の
枠

組

み
と

は
、
根

本
的

に
異

な

る
相
貌

を

呈
し

て

い
る
と
言

え

よ
う
。

ニ
ュ
ー

マ
ン
は
、
経

験
主

義
者

ロ
ッ
ク
よ
り

も
な

お

一
層

の
経

験

主
義

の
徹
底

に
よ

っ
て
、

脱
人

格
的

な

不
可
謬

の
知

識

く
oっ

蓋

然
的

に
す
ぎ

な

い
信
念

、
と

い
う
伝

統
的

な
知

の
枠

組

み

の
根

本
的

な
組

み
替
え

を
狙

っ
て

い
た

の
だ

と
言

え
ば

、
言

い
過

ぎ

で
あ

ろ
う

か
。

我

々
は
、

ニ

ュ
ー

マ
ン

の
信

念

の
哲
学

に
、

ω

知

識

や
信
念

の
持

つ
べ
き
確

実
性

は
我

々
の
思
考

や

行
為

の
、

そ

し
て
生

活

の
土
台

で
あ

り
、

②

信
念

や
知
識

は

ひ
と

の
あ

り
方

に
関

わ

る
実

践
的

で
人
格

的
な

見
地

か
ら

捉

え
ら

れ
る

べ
き

で
あ

る
、

と

い
う

二

つ
の
現
代

的

な
意
義

を

見

い
だ
し

う

る
の

で
は
な

か

ろ
う

か
。



駐

(1

)

テ

キ

ス
ト

は
、

鰹
↓
ら囚
臼
が

編
纂

し
た

オ

ッ
ク

ス

フ

ォ
ー

ド

・
ク
ラ

レ

ン
ド

ン
版

(毎
。。
a)

に
よ

る
。

(2

)

『承

認

の

文
法

臨

が

従

来

し
ば

し

ば

「護

教

論

的

に

す
ぎ

る

」

と
批

判

さ

れ

る

の
も

、

一
つ
に

は

ニ
ュ
ー

マ
ン

の
こ

の
問

題

意

識

が
強

か

っ
た

か

ら
だ

と
言

え

る

。
　

参
照

。

(3

)

こ

の

こ
と

は
、

『承

認

の
文
法

』

の
章

立

て

(第

1

部

「承

認

と

了
解

」

第

5
章

が

「
宗

教

の
事

例

に

お
け

る
了

解

と

承

認
」
、

ま

た

第

2
部

「
承

認

と

推

理
」

第

10
章

が

「
宗

教

の
事

例

に
お

け

る
推

理

と

承
認

」
)

と

な

っ
て

い
る

こ

と

か
ら

も

明

ら

か

で
あ

る
。

(
4
)

ニ

ュ
ー

マ

ン
の
思

索

の
鍵

の

一
つ
と

な

る

「実

在

的

承
認

」

と

「概

念

的

承

認

」

の
区

溺

は

、
命

題

を

受

け

入

れ

る

ひ
と

の
あ

り

方

に
関

わ

る
も

の
で

あ

る
。

こ

の
区
劉

と
並

ん

で
、

命

題

が

表

示

す

る

「事

実

扁

と

讐
概
念

」

の
匿

別

、

さ
ら

に
は
、

「宗

教

的

し

と

「
神

学

的

し

の
区

劉

に

つ

い
て
は

、
拙

稿

環
承

認

の
文
法

』

に
お

け

る

「
了

解

」

の
概

念

に

つ

い
て
l

J

・
H

・
ニ

ュ
ー

マ
ン

の

こ
こ

ろ

の
哲

学

へ
の
基

礎

的
考

察

-

」
、

『デ

ィ

ア

ロ
ゴ

ス

』
第

8
号

、

九
州

大

学

哲

学

・
倫

理

学

研
究

会

、

一
九

九
六

年

十

二

月
、

13
-

19
頁

、

参

照

。

(
5
)

こ
う

い

っ
た

問
題

に

つ
い
て

は
、
　

参

照

。

(
6
)

「推

理
」

に

つ

い
て

は
、

本

文

W
、

(2

)
以
下

を

参

照

。

(
7
)

諜

ユ
ー

マ
ン

の
承
認

欝
霧
Φ
簿
〉
と

ロ

ッ
ク

の

鋤
霧
Φ簿

を

区

溺

す

る
上

で
も

、

ロ
ッ

ク
が

用

い
た

器
ω
Φ
簿

に

つ
い
て

は
、

定

訳

で

あ

る

「
岡
意

し
と

し

た
。

(
8
)

こ
の
考

え

方

は

、
前

期

ヴ

ィ
ト
ゲ

ン

シ

ュ
タ

イ

ン

『論

理
哲

学

論

考

』

に

お
け

る
論

理
的

原

子

論

(
　

)

の
思

想

に
帰

着

す

る

。

(9
)
　

・
プ

ラ

イ

ス

に
よ

れ
ば

、
実

際

に

は
、
わ

れ

わ
れ

は

し
ば

し

ば

し

か

る

べ
き

程
度

を

超

え

た

承
認

を

与

え

て
お

り
、

わ

れ

わ

れ

は

ロ
ッ
ク

の
規

則

を
破

っ
て

い
る

の

で

は
な

い
か
、

と

い

っ
た
批

判

に
対

し

、

「し

か
し

、

そ

の
場

合

で

も
、

そ

の
規

則
自

体

の

権

威

に
ク

レ

ー
ム

を

つ
け
る

こ
と

は

し
な

い
だ

ろ
う

」

と

さ

れ

る
.

(10
)
　



(
11

)
　

(
12
)

も

し
、

川
床

命

題

の
方
向

で
理

解

し

よ
う

と
す

れ
ば

、

そ

の
よ

う

な
命

題

を

従
属

節

で
導

く
際

に
、

ニ

ュ
ー

マ
ン
が

用

い
て

い
る

命

題
的

態

度

の
様

々

な
表

現

の
分
析

も

必

要

に

な

っ
て
く

る

と
思

わ

れ

る
。
　

は

、

い
か

に
も

「
ム

ー

ア
命

題

」
的

な
命

題

だ

け

に
注

目

す

る

が
、

果

た

し

て

「グ

レ
ー

ト

・
ブ

リ

テ

ン
は
島

で
あ

る
」

は

「
ム

ー
ア
命

題

」

と

言

え

る
だ

ろ
う

か
。

(13

)
　

参

照

。

(15

)
も

ち

ろ

ん
、
　

と

い
う

こ

と

は
、
恣

意

的

と

い
う

こ
と

で

は
な

い
。
ニ

ュ
ー

マ

ン
は

こ

の
点

に

つ
い

て
は
極

め

て
用

心

深

い
。
推

理

の
正

し

さ
を

支

え

る

も

の

と
し

て

、

ニ

ュ
ー

マ

ン
は
、

独
自

の

「推

論

的

直

観

(
　

)」

な

る
も

の
を
主

張

し

、

そ

し

て
そ

の
推
論

的

直

観

を
扱

う

箇

所

の
冒

頭

で

は
、

人
間

は
、

自

ら

の
努

力

で
完

成

を

目
指

す

べ
き

、

い
わ
ば

、
　

な
存

在

で
あ

る

と

さ

れ

る
。

し

か
も

、

そ

の
推

論

的
直

観

は
、

ア
リ

ス
ト

テ

レ

ス
の
実

践

的

理

性

(プ

ロ
ネ

ー

シ

ス
)
の
働

き

に
比

さ

れ

る

の

で
あ

る

。

し

か
し

、

こ

う

い

っ
た

問
題

に
関

し

て

は
、

別

稿

を
期

し
た

い
。

(本

学

大

学
院

比

較

社
会

文

化

研

究

科
博

士

課

程

)


