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ブ

ル

デ

ュ

ー

社

会

学

の

認

識

論

的

前

提

―

カ

ッ

シ

ー

ラ

ー

と

の

対

話

を

通

し

て

―

総

合

政

—

部

四

年

平

井

正

人

肇一
、

ブ

ル

デ

ュ

ー

社

会

学

の

鍵

概

念

 

ニ

、

関

係

論

的

思

考

様

式

の

一
源

流

 

三

、

ブ

ル

デ

ュ

ー

理

解

の

新

し

い

視

覚

 

終

章

序

章そ

の

黎

明

か

ら

今

日

に

至

る

ま

で

、

社

会

学

を

含

む

社

会

科

学

は

、

物

理

学

な

ど

の

 

自

然

科

学

に見
ら
れ
る
ょ
ぅ
なパ
ラ

ダ

イ

ム

、

す

な

わ

ち

万

人

か

ら

の

確

固

た

る

支

持

 

を
得
る
こ
と
が
で
き
る理
論

を

確

立

する
に
は
至

つ

て

い

な

い

。

確

か

に

、
マ
ー
ト
ン
 

と

パ

ー
ソ
ン
ズ

を

筆

頭

に

一

九

五

〇

年

代

以

降

に

ア
メ
リ
カ
で花
開

い

た

機

能

主

義

 

(
n
m
a
o
n
a
l
i
s
m
)

は

、

一

時

期

に

は

社

会

科

学

に

お

け

る

パ

ラ

ダ

イ

ム

と

し

て

み

な

さ

 

れ
る
こ
とも
あ
つ
た
一
。し
か
し
_

主

義

へ

の

確

固

た

る

信

頼

が

ほ

と

ん

ど

崩

れ

去

つ

 

た
今
日
と
な

つ

て

は

、

も

は

や

パ

ラ

ダ

イ

ム

と

し

て

の

地

位

を

^

し

続

け

て

い
る
と
 

は

い

い

が

た

い

ニ

。
機

能

主

義

の

衰

退

後

、
基

本

的

な

立

場

を

異

に

す

る

^

会

シ

ス

テ

ム

論

、

シ

ン

ボ

リ

ッ

ク

相

互

作

用

論

、

現

i
子

的

社

会

学

、

靈

主

義

、

批

判

的

社

会

理

論

な

ど

——

が

乱

立

し

、

そ

れ

ぞ

れ

が

競

合

し

合

っ

て

い

る

の

が

現

状

で

 

あ

る

。

こ
の
よ
う
な社
会

学

、よ
り
広

く

は

社

会

科

学

に

お

け

る
i

流

を

歴

史

的

に

分

析

 

し

た

富

永

健

一

は

、

そ
の
記
今
®

的
な
一
#
^
;
『
現

代

の

社

会

&

畫

』

の

中

で

、

次

の

 

よ
う
な
三

つ

の

命

題

を

提

示

し

て
い
る
。
ま

ず

、

社

会
S
子

は

富

永

が

実

証

主

義

と

理

 

念

主

義

と

そ

れ

ぞ

れ

春

け

る

二

つ

の

謹

に

分

裂

し

て

い
る
と
い
う
こ
と
一
一
一
。
次

い

で

、
 

こ
の
分

裂

が

生

じ

た

の

は

、

社

会

科

学

が

誕

生

し

た

時

の

歴

史

的

背

景

に

起

因

す

る
と
 

い
う
こ
と
四
。最
後

に

、こ

の

は

社

会

§

の

本

性

か

ら

し

て
、

i

も
^
^
す
る
 

こ
と
は
な
い
と
い
う
こ
と
、
以

上

の

三

つ

であ
る

吞

社

会

科

学

の

本

性

に

関

す

る

富

永

の

診

断

が

正

し

い

と

す

れ

ば

、

今

後

も

社

会

0

子
 

は
収

斂

す

るこ
と
は
あ

り

え

ず

、

分

裂

^

^

の

ま

ま

存

続

し

て

い
く
こ
とに
な

る

。

し

か

し

、

富

永

の

分

析

は

あ

く

ま

で

歴

史

的

な

枠

を

超

え

る

も

の

で

は

な

く

、

論

理

的

に

 

社

会

科

学

の

収

斂

が

不

可

能

で

あ

る

こ

と

を

立

証

す

る

も

の

で

は

断

じ

て

な

い

。

い
い
 

か

え

れ

ば

、

富

永

の

分

析

は

こ

れ

ま

で

に

存

在

し

た

諸

潮

流

が

大

き

く

二

つ

の

潮

流

に

 

分

断

さ

れ

て

き

た

こ

と

を

示

す

も

の

で

は

あ

つ

て

も

、

こ

う

し

た

歴

史

的

分

析

だ

け

で

 

は

、

「
現

実

的

な

も

の

は

理

1

で

あ

る

」

と

で

も

認

め

ぬ

限

り

、

将

来

に

わ

た

っ

て

社

 

会

擊

の

分

裂

靈

が

賺

さ

れ

る

こ

と

の

麗

が

示

さ

れ

た

こ

と

に

な

ら

な

い

。

そ

れ

ゆ

え

、

分

裂

^i

に

あ

る

社

会

科

学

を

一

つ

に

収

斂

さ
せ
よ
う
とす
る

あ

ら

ゆ

 

る

試

み

は

必

ず

や

徒

労

に

終

わ

ら

ざ

る

を

得

な

い

と

ア

•
プ

リ

オ

リ

に

断

定

す

る

こ

と

 

は
で
き
ず
、
む
し
ろ
社
会
科
学
に
お
け
る
パ
ラ
ダ
イ
ム
の
創
一
を
探
究
す
る
意



味

で

、

こ

の

試

み

は

非

常

に

価

値

の

あ

る

も

の

で

あ

る

よ

う

に

思

わ

れ

る

。

1 S
W

K
、

近

年

に

な

つ

て

、
富

永

と

同

じ

よ

う

に

社

会

§

の

分

裂

1

1

を

1

視

し

、
 

富

永

と

は

違

っ

て

そ

の

分

裂

を

解

消

し

よ
う
と
努

め

た

社

会
f

が

複

i

在

す

 

る
。
私

は

、
そ
の
よ
う
な社
会

i

の

1

人

と
し
て
ピ

エ

ー

ル

•
ブ

ル

デ

ュ

ー

(
一
九
 

三

〇

ニ
〇

〇

ニ

)

の

名

を

挙

げ

る

六

。

富

永

が

実

証

主

義

と

理

念

主

義

と

名

付

け

た

の

 

と
！一一: I

T

ブ

ル

デ

ュ

ー

は

社

会

科

学

の

分

裂

し

た

二

つ

の

陣

営

を

そ

れ

ぞ

れ

主

1

我
 

と
^

^
■王

義

と

名

付

け

て

い

る

も

。

ブ

ル

デ

ュ

ー

が

富

永

と

袂

を

分

か

つ

の

は

、

こ

の

よ

う

な

分

裂

状

態

が

社

会

科

学

の

 

進

歩

の

た

め

に

は

乗

り

越

え

ら

れ

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

障

害

で

あ

る

と

す

る

立

場

を

一

 

貫

し

て

堅

持

し

て

い

る

点

に

お

い

て

で

あ

る

公

で

は

、
ブ

ル

デ

ュ

ー

は

い

か

に

し

て

分

 

裂

状

態

に

あ

る

社

会

科

学

の

^

^

を

試

み

た

の

か

。

ま

た

、

そ

の

試

み

は

ど

こ

ま

で

達

 

成

さ

れ

た

の

か

。

そ

し

て

、

ブ

ル

デ

ュ

ー

の

理

論

は

社

会

科

学

に

お

け

る

パ

ラ

ダ

ィ

ム

 

と

な

り

う

る

の

か

。

こ

の

よ

う

な

問

い

は

、

ブ

ル

デ

ュ

ー

研

究

者

の

み

な

ら

ず

、

社

会

 

撃

に

従

事

す

る

全

て

の

研

究

者

に

と

っ

て

、

強

い

関

心

を

引

く

麗

群

で

あ

る

。

し

か

し

、

日

本

に

お

け

る

ブ

ル

デ

ュ

ー

研

究

の

議

論

を

鑑

み

る

に

、

未

だ

日

本

の

ブ

 

ル

デ

ュ

ー

研

究

は

な

お

道

半

ば

に

あ

り

、

ま

し

て

、

「
弊

と

概

説

の

段

階

を

超

え

て

応

 

用

と

批

判

的

再

構

成

の

段

階

へ

と

移

行

し

つ

つ

あ

る

」

状

況

か

ら

は

ほ

ど

遠

い

よ

う

に

 

思

わ

れ

る

九

。

確

か

に

、
ブ

ル

デ

ュ

ー

社

会

学

そ

れ

®

^

の

理

解

や

平

易

な

解

説

を
r
n
ir

g

 

と

し

た

の

多

く

は

九

〇
年
代
に
$

し
て
い
た
の
に
対
し
一

o、

ニ
〇

〇

〇

 

年

代

に

な

る

と

ブ

ル

デ

ュ

ー

社

会

学

の

理

論

の

応

用

を

企

図

し

た

研

究

が

増

加

傾

向

に

あ

る

こ

と

が

伺

え

る

ニ

。

し

か

し

近

年

に

な

つ

て

、

日

本

の

ブ

ル

デ

ュ

ー

研

究

者

の

間

 

で

は

基

本

的

な

概

念

の

理

解

に

お

い

て

さ

え

「
農

と

誤

読

が

目

立

ち

、

そ

れ

〔
ブ

ル

デ

 

ュ

ー

の
社
会
理
論
〕

が

理

解

さ

れ

て

い

る

と

は

い

え

な

い

」

と

し

て

、

日

本

に

お

け

る

こ

 

れ

ま

で

の

ブ

ル

デ

ュ

ー

研

究

に

対

す

る

厳

し

い

批

判

が

投

げ

か

け

ら

れ

て

い

る

三

。

ブ

 

ル

デ

ュ

ー

社

会

学

が

初

め

て

紹

介

さ

れ

て

か

ら

三

〇

年

あ

ま

り

が

経

過

し

た

今

日

に

お

 

い

て

も

、

日

本

の

ブ

ル

デ

ュ

ー

研

究

者

の

間

で

は

基

幹

的

な

理

論

の

理

解

に

閨

し

て

さ

 

え

一

致

し

た

見

解

が

得

ら

れ

て

い

な

い

以

上

、

日

本

に

お

け

る

ブ

ル

デ

ュ

ー

研

究

は

未

 

だ

^W

途

上

に

あ

る

と

い

わ

ざ

る

を

え

な

い

。

こ

の

ょ

ぅ

な

議

論

の

状

況

を

踏

ま

え

、

ブ

ル

デ

ュ

ー

理

解

に

お

け

る

研

究

者

間

の

一

 

致

し

た

見

解

を

創

出

す

る

た

め

に

、

本

稿

に

お

い

て

は

ブ

ル

デ

ュ

ー

社

会

学

の

忠

実

な

 

理

解

の

た

め

の

基

礎

研

究

に

貢

献

す

る

こ

と

を

目

的

と

す

る

。

そ

の

際

に

、

既

存

の

ブ

165 

ル

デ

ュ

ー

研

究

の

多

く

が

取

り

組

ん

で

き

た

、

ブ

ル

デ

ュ

ー

社

会

学

の

基

礎

概

念

を

今

 

改

め

て

検

討

す

る

こ

と

は

企

図

し

て

い

な

い

。

本

稿

の

意

図

は

、

ブ

ル

デ

ュ

ー

が

自

ら

 

の

社

会

学

に

と

つ

て

本

質

的

で

あ

る

と

み

な

し

て

い

な

が

ら

、

ブ

ル

デ

ュ

^

―

の

み

な

ら

 

ず

、

ブ

ル

！

M

1

研

究

者

も

明

示

的

に

解

明

し

ょ

ぅ

と

は

し

て

ご

か

加

っ

た

認

識

論

的

前

提

6

一

端

に

光

を

当

てか
こ
と
で

あ

る

。

い

い

か

え

れ

ば

、

こ

れ

ま

で

の

ブ

ル

デ

ュ

 

1
研
究
が
見
過
ご
し
て
き
た
；

が
あ
る
こ
と
を
i

し

、

そ

の

重

要

性

を

論

証

し

、

そ

の

問

い

に

対

す

る

回

答

を

暫

定

的

に

与

え

る

こ

と

が

本

稿

の

目

的

で

あ

る

。

第
一
章
で
は
、

晒
的
田
心
考
 

( l
e

m
o

d
e

d
e

p
e

n
s
^
e
r
e
la

t
io

m
e
l)

が

ブ

ル

デ

ュ



丨

社

会

学

の

前

提

と

す

る

科

学

哲

学

で

あ

る

が

、

ブ

ル

デ

ュ

ー

自

身

は

そ

れ

を

明

確

に

 

説

明

し

な

か

っ

た

上

に

、

既

存

の

ブ

ル

デ

ュ

ー

研

究

に

よ

っ

て

も

十

二

分

に

考

察

さ

れ

 

て

こ

な

か

つ

た

こ

と

を

確

認

す

る

。

第

二

章

で

は

、

こ

の

思

考

様

式

の

源

流

の

一

つ

で

 

あ

る

と

考

え

ら

れ

る

エ

ル

ン

ス

ト

•
カ
ッ
シ

一

ラ

ー

(
一
八
七
四
—

一
九
四
五
)

の

『
実

 

念
と
関
数
概
念
』
を
主
と
し
て参
照

し

な

が

ら

、S

論

的

思

考

様

式

のt

を
 

明

ら

か

に

す

る

。

第

三

章

で

は

、

関

係

論

的

思

考

！
^

に

つ

い

て

の

予

備

知

識

を

得

る

 

こ

と

で

、

ブ

ル

デ

ュ

ー

社

会

学

が

新

た

な

相

貌

で

浮

か

び

上

が

っ

て

く

る

可

能

性

を

示

 

唆

す
る
。

一
、

ブ

ル

デ

ュ

ー

社

会

学

の

鍵

概

念

(
1
)
語

ら

れ

ざ

る

前

提

——

的
な
科
学
哲
学

ブ

ル

デ

ュ

ー

社

会

学

は

難

解

と

評

さ

れ

る

こ

と

が

多

い

。

そ

の

理

由

を

、

あ

る

者

は

 

ブ

ル

デ

ュ

ーに
よ
る
文
章
の
晦
渋
さ
に
帰
し
一
一

二
、
別

の

者

は

ブ

ル

デ

ュ

ー

が1

す

る

 

資

料

の

膨

大さ
に
帰

し

て

い

る

一
W。
だ

が

、

そ

れ

だ

け

で

は

な

く

、

ブ

ル

デ

ュ

ー

社

会

 

学

が

半

ば

暗

黙

の

ぅ

ち

にi

し

て

い

る

認

識

論

的

前

提

が

十

二

分

に

説

明

さ

れ

て

こ

 

な

か

っ

た

こ

と

に

も

着

目

す

べ

き

で

あ

る

。

な

ぜ

な

ら

、

語

ら

れ

ざ

る

前

提

も

ま

た

"
 

ブ

ル

デ

ュ

ー

理

解

を

妨

げ

る

障

害

と

な

^

っ

る

か

ら

で

あ

る

。

そ

の

証

左

と

な

る

見

解

を

、

ブ

ル

デ

ュ

ー

は

『
実

践

理

性

』

の

冒

頭

で

明

ら

か

に

し

 

て

い

る

。

そ

れ

に

よ

れ

ば

、
フ

ラ

ン

ス

国

外

で

講

演

す

る

機

会

を

得

た

こ

と

で

、

ブ

ル

 

デ

ュ

^―

は

自

ら

の

社

会

学

に
と

つ

て

「
本

質

的
だ

と

思

わ

れ

る

も

の

」

へ

至

る
こ
と
か

で

き

た
と
い
う
一
H。

そ

れ

は

、

ブ

ル

デ

ュ

ー

を

理

解

し

ょ
う
と
努

め

る

好

意

的

な

読

者

か

ら

さ

え

も-
-

S
lj解

し

ょ

う

と

せ

ず

に

頭

か

ら

批

判

し

て

か

か

ろ

う

と

す

る

敵

対

的

な

者

は

言

わ

ず

も

が

な
-
-

〇

ば

し

ば

見

落

と

さ

れ

て

き

た

も

の

で

あ

り

、

そ

の

責

任

の

ー

端

は

お

そ

ら

く

ブ

ル

デ

ュ

ー

自

身

に

も

あ

る

の

だ

と

述

べ

て

い

る

ニ

ハ

。

わ
た
し
の
仕
事
の
本
質
的
、
基
礎
的
、
根
本
的
な
要
素
と
言
つ
た
が
、
そ
の
第
一
は
、
様
々

な
^
^
を
重
視
す
る
と
い
*
2
思
味
で
8

^

珊
的
と
称
し
う
る
資
子
質
子
で
あ
る
-
七
。

こ

こ

に

は

、
ブ

ル

デ

ュ

ー

社

会

学

に

お

け

る

「
本

質

的

、
基

礎

的

、
根

本

的

な

要

素

」

の
一
つ
が
、

「̂
1

的
と
称
し
う
る
擊
質
子
」
で

あ

と

が

は

つ

き

り

と

述

べ

ら

 

れ

て

い

る

。

こ

の

こ

と

が

「
善

意

あ

る

読

者

や

評

者

か

ら

さ

え

も

な

か

な

か

理

解

し

て

6

も

ら

え

な

か

つ

た

」

原

因

の

一

端

は

-
-
そ

れ

こ

そ

ブ

ル

デ

ュ

ー

が

自

ら

の

責

任

と

認

16

め

て

い

る

こ

と

な

の

で

あ

ろ

う

が

——

"

一

九

九

四

年

に

『
実

践

理

#

1』

が

出

版

さ

れ

 

る

ま

で

の

間

、

ブ

ル

デ

ュ

ー

が

こ

の

事

実

を

説

明

し

て

こ

な

か

つ

た

こ

と

に

あ

る

と

考

 

え

ら

れ

る

ス

。

読

者

の

大

部

分

が

、

ブ

ル

デ

ュ

ー

社

会

学

が

科

学

哲

学

に

^

^

し

て

い

る

こ

と

を

見

 

過

ご

し

て

し

ま

つ

た

の

は

、

ブ

ル

デ

ュ

ー

が

あ

る

意

味

で

極

め

て

特

異

な

社

会

で

 

あ

る

こ

と

を

鑑

み

る

と

、

避

け

が

た

い

こ

と

で

あ

つ

た

と

い

わ

ざ

る

を

え

な

い

。

ブ

ル

 

デ

ュ

ー

は

初

め

か

ら

社

会i

を

志

し

て

い

た

わ

け

で

は

な

く

、

哲

i

攻

の

学

生

だ

 

つ
た
一
丸
。

と

り

わ

け

、

業

1山

さ

に

欠

け

る

サ

ル

ト

ル

の

実

存

主

義

に

反

感

を

覚

え

た

ブ

 

ル
デ
ュ
^

―

は
、
^

!

科
科
学
哲
学
へ
と
向
か
つ
た
こ
と
を
後
に
述
懐
し
て



い
る
ニ9

通

常

の

社

会

雪

に

と

つ

て

、
科

重

や

科

学

哲

学

へ

の

通

暁

が

一

般

的

な

 

こ
と
で
は
な
い
以
上
、
彼
ら
が
ブ
ル
デ
ュ
ー
の
前
提
と
す
る
も
の
を
見
過
ご
し
て
し
ま
 

つ
て
い
て
も
不
思
議
は
な
い
ー
ー
ー
。

(
2
)
ブ
ル
デ
ュ
一
自
身
に
よ
る
説
明

ブ
ル
デ
ュ
ー
社
会
学
に
お
い
て
、

「

i

晒
的
と
称
し
う
るM
子
質
子
」

が
そ
の
本
質
 

的
な
部
分
を
占
め
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
つ
た
。
次
な
る

S

は
、

こ
の
科
学
哲
 

学
の
特
性
と
は
何
で
あ
る
か
、
ま
た
、
ブ
ル
デ
ュ
ー
自
身
は
そ
の
説
明
を
行
な
つ
て
い
 

る
か
ど
う
か
で
あ
る
。
も

し

そ
の
よ
う
な
説
明
が
な
さ
れ
て
い
な
い
と
す
れ
ば
、
多
く
 

の
読
者
に
と
つ
て
、
ブ
ル
デ
ュ
ー
社
会
学
の
本
質
を
見
落
と
す
危
険
を
回
避
す
る
こ
と
 

が
困
難
と
な
り
、
結
果
と
し
て
誤
読
し
か
ね
な
い
。

そ
こ
で
、
ブ

ル

デ

ュ

ー

が

「
S

 

論
的
と
称
し
う
る
科
学
哲
学
」
を
ど
の
よ
う
に
論
じ
て
き
た
か
を
検
討
す
る
必
要
が
あ
 

る
。と

こ

ろ

が

、

先

に

参

照

し

た

『
実

践

理

性

』

の

冒

頭

を

除

く

と

、

「

i

晒
的
と
称
し
 

う
る
'
^
子
^

子(
u
n
e p
m
l
o
s
o
p
h
i
e d
e l
a s
c
i
e
n
c
e q
u
e 

r

8 p
e
u
t d
i
r
e 

」
と
 

い

う

表

現

は

見

つ

か

ら

ず

、

代

わ

り

に

散

見

さ

れ

る

の

は

「
3

論

的

思

考

様

式

(一
e

 

m
o
d
e

 

d
e 

p
e
n
ŝ

r
e
l
a
t
i
o
r
m
e
l)
」

と

「実

体

論

的

思

考

様

式

(一
e 

m
o
d
e

 

d
e 

p
e
n
s

s' 

511̂
1
3
1
1
江&

诗)
」

と

ぃ

>
っ

対

概

念

で

ぁ

る

ニ

0

「
^

^

删的

(
3
1
^
0
1
1
1
1
2-)
」

と

ぃ

ぅ

形

 

{
谷

詞

の

一

致

を

考

え

る

と

、

こ

れ

が

そ

の

§

質

子

を

言

い

換

え

た

も

の

と

み

な

し

て

 

良

い

と

思

わ

れ

る

。

し
か
し
、
—

論
的
思
考
^

:

に
関
す
る
記
述
の
大
部
分
は
、
何
ら
か
の
社
会
学
的
 

な
主
題
を
琢
っ
i

の
途
中
で
、
思
い
出
し
た
か
の
よ
う
に

1

に
触
れ
る
程
度
の
言
 

及
に
と

ど

ま

っ

て

い
る
。

一

九
九
四
年
の
『
実
践
理
性
』
よ
り
前
の

f

で
は
、

一
九
 

七
〇
年

の

生

？

の
ほ
か
、

一
九
八
九
年
の
『
獲

と

実

践

』
、

一
九
九
ニ
年
の
『
リ
 

フ

レ

ク

シ

ヴ

•
ソ
シ
オ
ロ
ジ
ー
へ
の
招
待
』

に
も
複
数
箇
所
で
^

|

晒
的
思
考
様
式
と
 

い
う
概
念
の
記
述
を
見
出
す
こ

と

が

で

き

る

。

そ

の

記

湾

容

は

、
以
下
の
六
点
に
ま
 

と

め

る

こ

と

が

で

き

る

。

第
ー
に
、
|

,
1的
思
考
1

と
は
、
数
学
や
物
理
学
に
代
表
さ
れ
る
先
進
的
な
近
 

代
科
学
に
特
徴
的
な
思
考
_

で
あ
り
、
特
に
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
が

『
実

1

念
と
関
数
 

概
念
』

に
よ
っ
て
明
ら
か
に
し
た
も
の
で
あ
る
ー
=
。

そ
の
基
本
的
な
§

は
、
実
体
で
 

は
な
く
^
5
^
に
重
き
を
置
く
こ
と
で
あ
る
ー

0。

第
二
に
、
数
学
や
近
®

理

学

の

基

礎

で

あ

る

関

係

論

的

思

考

妻

は

、
言
語
や
神
 

話
、
宗
教
、
芸
術
と
い
っ
た
象
徴
体
系
を
考
察
対
象
と
す
る
獲
主
義
に
よ
っ
て
社
会
 

科
学
に
も
拡
張
さ
れ
た
ー
¥

し
か
し
、
ブ
ル
デ
ユ
ー
は
|
^
主
義
と
^

1的
思
考
様
 

式
を
完
全
な
同
義
語
と
し
て
は
用
い
て
は
お
ら
ず
、
前
者
を
よ
り
狭
い
意
味
で
捉
え
て

い
る
ニ
六
。

第
三
に
、
醫

論

的

思

考

■

は
、
個
々
の
要
素
を
、

そ
れ
ら
を
包
含
す
る
と
こ
ろ
 

の
シ
ス
テ
ム
の
中
に
あ
る
®
^
を
形
成
す
る
部
分
と
し
て
捉
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
 

の

意

味

と

靈

が

明

ら

か

に

な

る

と

す

る
'':.
-L-。
逆
に
い
え
ば
、
個
々
の
要
素
を
シ
ス
テ
 

ム
か
ら
切
り
離
し
て
独
立
に
考
察
し
て
し
ま
う
と
、
個
々
の
要
素
が
持
つ
意
味
と
機
能

167



が
見
え
な
く
な
つ
て
し
ま
う
。

第
四
に
、
i

論
的
思
考
！
^

は

「
現
実
」
を
見
る
こ
と
も
触
れ
る
こ
と
も
で
き
な
 

い
：̂

的
な
_

と
し
て
捉
え
、

そ
れ
は
®

子
的
な
：̂

に
よ
つ
て

1

さ
れ
る
も
の
 

と
す
る
ー
/\。

そ
れ
に
対
し
て
、
実
体
論
的
思
考

1

は
現
実
を
個
人
や
集
団
の
よ
う
に
 

|
^
に
よ
つ
て
知
る
こ
と
の
で
き
る
実
体
と
し
て
捉
え
る
ー
5

 

第
五
に
、
実
逢
晒
的
思
老^

M

 
(一
e
m
o
d
e
d
e
p
e
n
ŝ
e
s
u
b
s
t
a
n
t
i
a
l
i
t
e)

は
、
®

^

晒
的
 

思
^
！
^

と
と
も
にカ
ッ

シ
ー

ラ

ー

に
よ
つ
て
名
付
け
ら
れ
た
も
の
で
、
直
観
に
よ
つ
 

て
我
々
に
与
え
ら
れ
る
実
体
を
対
象
と
す
る
。
実
：̂

晒

的

(
s
u
b
s
t
a
n
t
i
a
l
i
s
t
e)

と
い
う
形
 

容
詞
は
、
し

ば

し

ば

「
獲

吊

の

( o
r
d
i
n
a
i
r
e)」

や

「
現

実

主

義

的

な

^

a
l
i
s
t
e)」

「
実
 

C
王

義

的

な( p
o
s
i
t
i
v
i
s
t
e)」

な
ど
に
置
き
換
え
ら
れ
る
二
Q
 

M

ハ
に
、
ブ
ル
デ
ュ
ー
独

自

の

界

( c
h
a
m
p
)

概

念

は

®

^

刪
的
思
考
！
^

の
涅
念
 

を
概
念
に
反
映
さ
せ
た
も
の
で
あ
る
一
三
。

ニ
ュ
ー
ト
ン
の
万
有
引
力
の
法
則
や
重
力
場
 

の
理
論
の
よ
う
に
、
直
接
的
な
相
互
作
用
に
還
元
さ
れ
て
し
ま
い
が
ち
な
客
観
的
®

3a 

な
い
し
は
遠
隔
作
用
が
存
在
し
う
る
こ
と
を
思
い
起
こ
さ
せ
る
役
割
を
持
つ
て
い
る
一
一
一
一
一
。

以
上
を
鑑
み
る
に
、
少
な
く
と
も
ま
と
ま
つ
た
の
中
に
お
い
て
は
、
ブ
ル
デ
ュ
 

1
は
^

！
的
思
考
_

そ
れ
自
体
の
論
究
を
必
要
十
分
に
は
行
つ
て
い
な
い
と
結
論
 

づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
あ
ら
ゆ
る
近
代
科
学
に
共
通
す
る
思
考
！
^

や
、
カ
ツ
シ
ー
 

ラ
ー
が
導
入
し
た
区
別
と
い
つ
た
記
述
は
的
思
考
様
式
の
®

市
的
な

P
徴
だ
け
 

し
か
表
し
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。

そ
れ
ゆ
え
、
ブ
ル
デ
ュ

ー

の
テ
ク
ス
ト
だ
け
に
と
 

ど
ま
つ
て
い
る
の
で
は
、

「
®

^
Bra的
思
考
？
^

と
は
何
か
」
と
い
う
問
い
に
対
す
る
答

え
は
得
ら
れ
な
い
こ
と
が
わ
か
っ
た
。

(
3
)
先
行
研
究
の
検
討

で
は
、
日
本
に
お
け
る
ブ
ル
デ
ュ
ー
研
究
は
、
ブ
ル
デ
ュ
ー
が
明
快
な
回
答
を
示
さ
 

な
か
っ
た
問
い
を
検
討
し
て
い
る
だ
ろ
う
か
。
実
際
の
と
こ
ろ
、
大
部
分
の
先
行
研
究
 

は
論
的
と
称
す
る
科
学
哲
学
」
や
「

S

論
的
思
考
*

：」
と
い
う
表
現
は
お
 

ろ
か
、

「
実

体

論

的( s
u
b
s
t
a
n
t
i
a
l
i
s
t
e)」

と

〔
論〕
的

{ T
e
l
a
t
i
o
m
e
o」

と
い
う
 

ブ
ル
デ
ュ
ー

の
決
ま
り
文
句
さ
え
、
考
察
の
な
か
に
見
受
け
ら
れ
な
い
も
の
が
ほ
と
ん
 

ど
で
あ
る
。
特
に
研
究
が
初
期
の
も
の
に
な
れ
ば
な
る
ほ
ど
、
実
体
論
と
®

f

論
の
対
 

概
念
に
全
く
言
及
す
る
こ
と
な
く
、
文

化

資

本

•
ハ
ビ
ト
ゥ
ス
•
界

(
場
)
と
い
つ
た
 

ブ
ル
デ
ュ
ー
独
自
の
概
念
に
関
す
る
解
説
、
注
釈
、
そ

し

て

批

判

に

鬆

し

て

し

ま

っ

168 

て
い
る
。
例
え
ば
、

一
九
九
三
年
に
出
版
さ
れ
た
『
差
異
と
欲

5
W—

•ブ
ル
デ
ュ
ー

『
デ
 

イ
ス
タ
ン
ク
シ
オ
ン
』
を
読
む
』
で
は
、
^
^

1

的
思
考
€

と
い
う
言
葉
は
明
示
的
 

に
は
現
れ
て
い
な
い
。

と
は
い
え
、
_
透
圓
的
思
考
震
に
関
し
て
言
及
し
て
い
る
先
行
研
究
が
日
本
に
ま
 

っ
た
く
存
在
し
な
い
わ
け
で
は
な
い
。

一
九
九
八
年
の
『
ブ
ル
デ
ュ
ー
社
会
学
を
読
む

_
_
会

的

行

為

のリ
ア

リ

テ

ィ

ー

と

主

：̂

一
の
_

』

が

そ

の

代

表

的

な

事

例

で

あ

る
。
同
書
は
そ
の
序
論
に
お
い
て
、

「
ブ
ル
デ
ュ
ー
社
八
季
を
理
解
す
る
に
は
、
彼
の
科
 

学
認
識
論
を
理
解
す
る
こ
と
が
不
可
欠
で
あ
る
」
と
明
言
し
て
い
る
ー
=
ー。
さ
ら
に
、

「
ブ
 

ル
デ
ュ
ー
社
会
学
の
基
本
的
特
質
」

の
一
つ
と
し
て
、

「
そ

の

方

法

論
的
特
質
は
『
実
体



論
的
思
考
様
式
』
か

ら

『
i

SRa的
思
考
様
式
』

へ
の
方
法
論
的
S

を
主
張
し
て
い
 

る
点
に
あ

る

」

と
述
べ
て
お
り
、
他
の
箇
所
で

も

繰
り
返
し
論
的
思
考
様
式
と
い

う
表
現
を
用
い
て
い
る
三
四
。

し
か
し
、
i

日
は
閨
最
一
的
思
考
様
式
と
実
体
論
的
思
考
！
^

と
い
う
対
概
念
を
用
 

い
る
だ
け
で
満
足
し
て
し
ま
つ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

「
ブ
ル
デ
ュ
ー
社
会
学
の
方
法
論
 

が

^

^

1

的
思
#

^

』

に
あ
る
」
と
い
う
こ
と
を
繰
り
返
し
述
べ
る
に
と
ど
ま
り
、 

「
関

係

論

的

思

考

妻

と

は

何

か

」
を
問
う
こ
と
は
し
な
か
つ
た
の
で
あ
る
。

い
い
か
 

え
れ
ば
安
田
は
、
ブ
ル
デ
ュ
ー
が
そ
う
し
て
い
る
の
と

i

に
、
_

論
的
思
#

n

 

を
い
わ
ば
自
明
の
理
と
し
て
扱
つ
て
し
ま
つ
て
い
る
。

他
の

1

に
視
野
を

15げ
て
も
、
1
1̂

の
^
^
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。

「
反
#
^
 

社
会
学
の
生
^

^

k

ル
デ
ュ
ー
社
会
学
に
お
け
る
認
識
論
の
位
置
づ
け
を
め
ぐ
つ
て
」
 

と
題
す
る
|
受

の

な

か

で

、
三

浦

は

ブ

ル

デ

ュ

ー

の

釋

を

中

心

に

参

照

し

な

が

ら

、 

そ
の
認
識
論
の
分
析
を
行
つ
て
い
る
。
し
か
し
、

「
ブ
ル
デ
ュ
ー
は

(
中
略
)
理
論
と
経
 

験
の
間
の
覆
を
逆
転
し
た
®

思
考
妻
を
導
入
す
る
の
で
あ
る
。
(中
略
)
麗

 

的
思
を
通
じ
た
認
護

i
s

切

断

(
中
略
)
」
と
ま
で
述
べ
て
お
き
な
が
ら
、
安
田
 

と

s

に
、

そ

れ

が

「
何
で
あ
る
か
」
を
究
明
し
て
お
ら
ず
、
参

照

し

て

い

る

『
社
会
 

1

の
メ
チ
ェ
』
を
パ
ラ
フ
レ
ー
ズ
す
る
に
と
ど
ま
っ
て
ぃ
る
ー
ー
$
。

磯

の

「
ブ

ル

デ

ュ

ー

の

『
階
級
』
分
析
」
於
5

の
響

で

も

、

「
こ

の

よ

う

な

空
間
の
 

捉
え
方
は
、
彼
の
®

^

晒
的
思
考
を
忠
実
に
表
し
た

も

の

と

い

え

よ

う

」

と

い

う

®

^

 

や
三
六
、
「
方
法
的
に
は
、
^1

的
思
考
の
上
に
質
的
調
査
と
量
的
調
査
を
組
み
合
わ
せ

た
手
法
を
採
つ
て
い
る
」
と
い
う
箇
所
で
、

「

i

i

的
思
考
」
と
い
現
が

i

け
 

ら
れ
る
一
毛
。
ま
た
、

「
爯生

産

』
以
後
の
ブ
ル
デ
ュ
ー
——

一
九
七
〇
羡

に

お

け

る

 

三
つ
の
基
礎
概
念
の1

」
に
お
い
て
も
、
「
資
本
概
念
を
理
念
型
的
に
類
型
化
す
る
か
、 

そ
れ
と
も
界
概
念
と
共
に
®

^
1的
に
規
定
す
る
か
、
と
い
>
^
^
で
あ
る
」
と
い
う
ー
 

節
に
お
い
て
、

「
®

8̂W」
と
い
う
概
念
を
用
い
て
い
る
三
八
。

し
か
し
、

い
ず
れ
の
用
法
に
お
い
て
も
「
(他
と
)
®
^
づ
け
る
」
と
い
つ
た
®

の
 

意
味
で
し
か
®
^
論
的
思
考
i

と
い
う
概
念
が
捉
え
ら
れ
て
い
な
い
と
す
る
こ
 

と
が
で
き
る
。
つまり、

を
重
視
す
る
の
が
心
考
で
あ
る
」
と
い
つ
た
 

程
度
の
、
同
33£夏

復

(
ト
ー
ト
ロ
ジ
ー
)
的
な
意
味
し
か
与
え
ら
れ
て
い
な
い
の
で
あ
 

る
。ブ

ル
デ
ュ
ー
自
身
が
説
明
を
与
え
て
お
ら
ず
、
先

行

研

究

に

ょ

つ

て

も

解

明

さ

れ

て

169 

い
な
い
と
す
れ
ば
、
®

^

晒
的
思
考
様
式
と
い
う
概
念
を
理
解
す
る
た
め
に
は
、

そ
の
 

源
流
へ
と
立
ち
戻
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
ブ
ル
デ
ュ
ー
が
 

学
ん
だ
科
学
哲
学
の
原
典
を

M
t
S

照
す
る
こ
と
で
、
®

^

1

的
思
考
様
式
と
は
何
か
 

を
問
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

そ
の
ょ
う
に
し
て

s
^

nffa的
思
考
！
^

と
は
何
か
の
一
端
を
 

掴
ん
で
は
じ
め
て
、
ブ
ル
デ
ュ
ー
社
会
学
に
お
け
る
こ
れ
ま
で
見
え
な
か
つ
た
部
分
が
 

我
々
の
眼
前
に
浮
か
び
上
が
つ
て
く
る
は
ず
で
あ
る
。

ニ

、

関

緩

晒

的

思

考

様

式

の

一

源

流

(
1
)
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
論
理
学
の
変
容



関

係

論

的

思

考

様

式

と

は

何

か

を

考

察

す

る

に

当

た

っ

て

、

ブ

ル

デ

ュ

ー

は

い

く

つ

 

か

の

道

標

を

残

し

て

い

る

。

す

で

に

触

れ

た

よ

う

に

、

ブ

ル

デ

ュ

ー

に

よ

れ

ば

、

^

^

 

論

的

思

考

様

式

と

は

カ

ツ

シ

ー

ラ

ー

が

『
実

体

概

念

と

関

数

概

念

』

(
以

下

、

『
実

体

と

 

関

数

』
)

の

中

で

、

数

学

や

物

理

学

と

い

つ

た

近

代

紙

子

の

證

を

歴

史

的

に

検

討

す

る

 

こ

と

を通

し

て

明

^

^

し

た

思

考

美

で

あ

る

。

も

ち

ろ

ん

、

カ

ツ

シ

 ̂
—

ラ

^—
だ

け

が

ブ

ル

デ

ュ一

の

依

%

す

る

科

{
^
6
^
 

•科
学
子
 

研

究

者

で

は

な

く

、

関

1

1

的

思

考

様

式

が

カ

ツ

シ

i
フ
ー

独

自

の

着

想

だ

と

断

定

す

 

る
こ

と

は

で

き

な

い

。と
は

い

え

、

ブ

ル

デ

ュ

ー

が

閨一

的

思

考

様

式

に

つ

い

て
言

 

及

す

る

際

に

か

な

り

の

頻

度

で

力

ツ

シ

^―

ラ

^―
の

名

を

挙

げ

て

い

る

事

実

を

考

え

る

と

、
 

カ

ツ

シ

ー
ラ

ー

が

こ

の

思

考l
i

K

の

一

源

流

で

あ

る

と

考

え

て

よ

さ

そ

う

で

あ

る

。

し
 

た

が

っ

て

、

本

稿

で

は

—

論

的

思

考

様

式

に

つ

い

て

論

じ

た

科

f

 
.
科

学

哲

学

研

 

究

の

一

例

と

し

て

カ

ツ

シ

^

~

ラ

^~

を

扱

う
こ

と

に

し

た

い

。

『
実

体

と

関

数

』

を

§

い

て

み

る

と

、

ブ

ル

デ

ュ

ー

が

S

論

的

思

考

様

式

と

実

 

体

論

的

思

考

様

式

と

そ

れ

ぞ

れ

呼

ぶ

対

概

念

は

用

い

ら

れ

て

い

な

い

こ

と

が

わ

か

る

一

一

五

。
 

カ

ツ

シ

ー

ラ

ー

が
用

い

て

い

る

の

は

、

表

題

の

通

り

実

；̂

念

と

閨

数

概

念

、

あ

る

い

 

は
事

^

^

念

と

®

^

念

とい

う
対

概

念

であ

る
四
9

そ

こ

で

、
カ

ツ

シ
ー

ラ

ー

が

実

 

体

概

念

と

閨

数

概

念

と

呼

ぶ

も

の

を

、

ブ

ル

デ

ュ

ー

の

実

体

論

的

思

考

妻

と

関

經

_
 

的

思

考

様

式

に

対

応

す

る

も

の

と

み

な

し

、

そ

れ

ぞ

れ

の

特

徴

を

明

ら

か

に

す

る

こ

と

 

を

$

の

目

的

と

し

た

い

。

で

は

、

実

体

概

念

と

関

数

概

念

そ

れ

ぞ

れ

の

特

徴

を

検

討

す

る

前

に

、

ま

ず

は

『
実

体

と

関

数

』

が

書

か

れ

た

と

こ

ろ

の

目

的

を

説

明

す

る

必

要

が

あ

る

。

カ

ッ

シ

ー

ラ

ー
 

は

、

同

書

の

「
ま

え

が

き

」

で

次

の

よ

う

に

述

べ

て

い

る

。

.
概

念

に

つ

い

て

の

伝

統

的

な

論

理

学

の

学

説

は

、

そ

の

よ

く

知

ら

れ

た

基

本

的

特

性

に

お

 

い

て

は

、

数

学

の

原

理

論

が

も

た

ら

す

M

を
単
に
遺
漏
な
く
〈言
い
表
す
こ
と
〉
さ
え
 

お

ぼ

つ

か

な

い

こ

と

が

判

明

し

た

の

で

あ
る
門

。

的

な

論

理

学

と

は

、

ア

リ

ス

ト

テ

レ

ス

に

よ

っ

て

確

立

さ

れ

た

古

代

形

式

論

理

 

学

を

表

し

て

い

る

。

い

わ

ゆ

る

新

カ

ン

ト

主

萎

に

列

す

る

カ

ッ

シ

^

―

ラ

^~

が

多

く

を

負

 

っ
て
い
る
『
i

理

に

お

い

て

も

、
「論
理
学
が
こ
の
な
途
を
す
で
に
も
 

つ
と
も

古

い

時

代

か

ら

歩

ん

で

き

た

こ

と

は

、

ア

リ

ス

ト

テ

レ

ス

い

ら

い

一

歩

も

後

退

o

す

る

必

要

が

な

か

っ

た

こ

と

か

ら

も

見

て

と

ら

れ

よ

う

」

と

記

さ

れ

て

い

る

よ

う

に

、
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一

九

世

紀

後

半

に

現

代

の

数

理

論

理

学

が

確

立

さ

れ

る

ま

で

は

、

ア

リ

ス

ト

テ

レ

ス

論

 

理

学

が

揺

ら

ぐ

こ

と

の

な

い

^

K

な

学

と

見

な

さ

れ

て

い

た

よ

う

で

あ

る

®

：::。

こ

の

事

 

実

は

、

論

理

家

の

ボ

ヘ

ン

ス

キ

ー

も

認

め

る

と

こ

ろ

で

あ

る

。

現

代

に

お

け

る

論

理

学

史

は

一

九

i

の

間

に

す

で

に

は

じ

め

ら

れ

て

い

た

が

、

こ

の

時

 

期

に

お

け

る

論

理f

の

状

態

は

、

ニ

つ

の

現

象

の

た

め

に

^

M

際

ほ

ぼ

一

九

三

〇

年

 

位

ま

で

は

——

き

わ

め

て

悪

か

っ

た

。

そ

の

一

つ

は

、

た

い

て

い

の

論

理

！

家

が

、

力

 

ン

ト

が

論

理

学

に

つ

い

て

述

べ

た

こ

と

を

受

け

入

れ

た

こ

と

で

あ

る

堅

ー

。

な

ぜ

論

理

学

が

問

題

と

な

る

の

だ

ろ

う

か

。

そ

れ

は

、

論

理

学

が

思

惟

の

形

式

一

般



を

珍

2

子

で

あ

る

た

め

、

|
^
1
を

含

む

あ

ら

ゆ

る

思

惟

に

関

わ

つ

て

く

る

か

ら

で

あ

る

。
 

再

び

理
#
1
^

判
』
を
参
照
し
て
み
よ
ぅ
。
カ
ン
ト
に
よ
れ
ば
、
悟

性

と

は

「概
 

念

を

生

み

出

す

自

證

」
で

あ

り

、
論

理

学

と

は

「
霍

の

規

則

一

般

の

学

」
で

あ

る

問

。
 

す

な

わ

ち

、

概

念

を

生

み

出

す

人

間

の

能

力

一

般

を

^

^

と

す

る

の

が

論

理

学

だ

と

い

 

*つ

こ

と

に

な

る

。

そ

し

て

「
認

識

の

す

べ

て

の

{靈

〔
対

象

〕
と

そ

の

区

別

を

切

り

す

て

る

権

利

を

も

ち

、
 

む

し

ろ

義

務

づ

け

ら

れ

て

い

る

」

論

理

学

に

あ

つ

て

は

、

「

S

は

じ

ぶ

ん

自

身

と

じ

ぶ

 

ん

の

形

式

以

外

に

か

か

わ

る

必

要

が

な

い

」

が

ゆ

え

に

、

「
論

理

学

は

ま

た

予

§

と

し

 

て

、

い

わ

ば

学

の

前

庭

を

か

た

ち

づ

く

る

」

こ

と

に

な

る

f
。

も

ち

ろ

ん

数

学

や

物

理

 

学

を

含

む

あ

ら

ゆ

る

学

問

に

は

概

念

が

必

要

と

さ

れ

る

の

で

あ

る

か

ら

、

論

理

学

は

全

 

て

の

t商

の

基

礎

^g

し

て

い

る

こ

と

に

な

る

。

し

か

し

、
カ

ツ

シ

ー

ラ

ーに

よ

れ

ば

、

1

的

な

論

理

学

で

は

カ

ツ

シ

ー

ラ

ーが

生

 

き

た

一

九

世

紀

後

半

に

通

用

し

て

い

た

数

学

の

概

念

を

説

明

す

る

こ

と

が

で

き

な

か

つ

 

た

よ

ぅ

で

あ

る

。

さ

ら

に

、

こ

の

^

^

は

数

学

ば

か

り

に

と

ど

ま

ら

ず、

「
数

学

か

ら

精

 

密

科

学

の

全

体

へ

と

押

し

広

が

つ

て

ゆ

く

も

の

で

あ

る

」

と

も

主

張

さ

れ

て

い

る

®
ハ
。
 

そ

こ

で

、

伝

統

的

な

論

理

学

で

は

そ

の

形

成

を

説

明

す

る

こ

と

が

で

き

な

か

つ

た

数

学

 

や

積

 1  

嵙
学

の

襲

念

を

検

討

す

§
Jと

を

通

し

て

、

「
〈
形

式

論

理

学

〉

の

基

幹

理

論

 

が

そ

こ

で

被

つ

た

変

化

」

を

調

べ

る

こ

と

で

、

伝

統

的

な

論

理

学

に

対

す

る

新

し

い

論

 

理
学
の
^

を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
『実

体

と

の

a
n
|
|

と

な

る

垣

。
そ

し

て

、
 

i

的

な

論

理

学

に

基

づ

い

て

産

出

さ

れ

る

概

念

を

事

i

念

、

新

し

い

論

理

学

に

依

拠

す

る

数

学

や

#t幾

子

に

お

け

る

概

念

を

®

^

念

と

区

別

し

、

そ

れ

ぞ

れ

が

「
〈
論

 

理

学

の

典

型

的

な

二

つ

の

基

蠢

式

〉
」

で

あ

る

と

さ

れ

る

四

公

こ

の

ニ

つ

の

基

^

^

式

 

は

、

「
実
i

念

の

観

点

に

縛

ら

れ

て

い

る

類

概

念

の

論

理

学

」

と

「
1

的

関

数

^

4

心
 

の

論

理

学

」

と

し

て

定

式

化

さ

れ

る

—

論

理

学

が思

惟

の

形

式

に

関

す

る

学

問

で

あ

る

な

ら

ば

、

そ

れ

が

思

考

&

様

式

で

あ

 

る

こ

と

か

ら

考

え

て

も

、

麗

晒

的

思

考

様

式

が

「
数

学

的

関

数

概

念

の

論

理

学

」に
 

対

応

し

、実

体

論
的

思

考
震

が

「
類

概

念

の論

理

学

」に

対

応

す

る

と

考

え

ら

れ

る

。

(
2
)
二
つ
の
論
理
学
と
そ
の性
質

で

は

、

「
類

概

念

の

論

理

学

」

か

ら

み

て

い

こ

う

。

す

で

に

述

べ

た

よ

う

に

、

類

概

念

 

の

論

理

学

と

は

す

な

わ

ち

、

ア

リ

ス

ト

テ

レ

ス

論

理

学

の

こ

と

で

あ

る

。

ア

リ

ス

卜

テ
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レ

ス

論

理

学

に

お

け

る

概

念

形

成

の

理

論

は

、

類

概

念

の

理

論

と

呼

ば

れ

る

も

の

で

あ

 

る

。

そ

の

特

徴

を

三

つ

の

観

点

か

ら

整

理

し

た

い

。

第

一

に

、

ど

の

よ

う

に

し

て

概

念

 

が

生

み

出

さ

れ

る

と

考

え

て

い

る

か

、

す

な

わ

ち

概

念

形

成

の

理

論

に

つ

い

て

確

認

す

 

る

。

第

二

に

、

そ

の

理

論

に

よ

っ

て

生

み

出

さ

れ

た

概

念

に

お

け

る

普

遍

と

®

の

関

 

係

を

取

り

上

げ

る

。

第

三

に

、

類

概

念

の

論

理

学

に

お

い

て

は

、

「
現

褢
と

い

う

も

の

 

が

ど

の

よ

う

に

捉

え

ら

れ

て

い

る

か

を

示

す

。

第

一

に

、

概

念

形

成

の

理

論

で

あ

る

。

類

概

念

の

論

理

学

を

基

礎

と

す

る

事

i

念

 

は
、
「見
通
し
き
れ
な
い
く
ら
い
多
！

な
相
に
あ
る
事
物
そ
の
も
の
の
現
存
、
お
よ
 

び

こ

れ

ら

個

々

別

々

の

充

溢

の

中

か

ら

そ

れ

ら

の

多

く

に

〈
共

通

に

〉

属

す

る

要

素

を



取

り

出

すm

の
能
力
」
に
よ
つ
て
、

「同
一
の
性
質
を
共
通
に
持
つ
こ
と
で
づ
け
 

ら

れ

る

対

象

を

わ

れ

わ

れ

が

ひ

と

つ

の

部

類

に

ま

と

めあ

げ

、

さ

ら

に

、

こ

の

手

続

き

 

を

よ

り高

い

水

準

に

ま

で

繰

り

返

す

」

こ

と

で

！

さ

れ

る

5

。

す

な

わ

ち

、

類

概

念

 

の

論

理

学

は

概

念

を

、

我

々

の

外

に

存

在

す

る

現

実

を

「
鑛

」

し

、

「
«

与
」

し

た

も

 

の

で
あ

る

と考

え

る

。

第

二

に

、

普

遍

と

特

殊

の

麗

で

あ

る

。

こ

の

よ

ぅ

な

過

程

を

経

て

形

成

さ

れ

た

諸

 

概

念

は

、

そ

の
i

性

と

普

遍

性

の

等

級

に

応

じ

た

「
概

念

ピ

ラ

ミ

ッ

ド

」

を

議

す

 

る

。

そ

こ

に

お

い

て

は

、

「
あ

る

概

念

の

^

の

個

数

を

そ

の

〈
内

包

〉

の

量

と

す

る

な

 

ら

ば

、

高

位

の

概

念

か

ら

よ

り

低

位

の

概

念

に

下

が

れ

ば

下

が

る

ほ

ど

、

そ

の

量

は

増

 

加

し

」
、

反

対

に

「
よ

1

筒

位

の

類

に

昇

る

こ

と

に

よ

つ

て

こ

の

〔
下

属

す

る

種

の

〕

個

 

数

が

増

加

す

れ

ば

、

そ

れ

に

応

じ

て

こ

の

内

包

の

量

は

減

少

す

る

」

と

い

ぅ

性

質

が

示

 

さ

れ

る

5
一
。

し

た

が

つ

て

、

普

遍

的

な

概

念

を

得

る

た

め

に

は

、

！
^

的

な

概

念

の

内

 

包

を

消

去

す

れ

ば

よ

く

5

一
、

最

後

に

は

い

か

な

る

内

包

も

持

た

な

い

「
あ

る

も

の

( e
t
w

a
s/ s

o
m

e
t
h
in

g
)

」

に
到
達
す
る
五
三
。

第

三

に

、

現

実

の

歷

で

ぁ

る

。

類

概

念

の

論

理

学

は

、

「
現

存

す

る

羣

の

襲

体

 

に

即

し

て

し

か

、

^i

な

存

在

の

規

定

を

考

え

る

こ

と

が

で

き

ず

、

も

と

も

と

存

在

す

 

る

に

ち

が

い

な

い

確

か

な

事

1

基

体

に

即

し

て

の

み

、

存

在

一

般

の

論

理

学

的

•
文

 

法

的

種

が

そ

の

実

在

上

の

M
l

り

と

i

と

を

見

出

す

こ

と

が

で

き

る

」
と
見
な
す
五
四
。
 

我

々

の

外

部

に

存

在

す

る

一

切

の

も

の

で

あ

る

と

こ

ろ

の

現

実

は

、

目

的

論

的

な

秩

序

 

に

ょ

っ

て

満

た

さ

れ

て

ぉ

り

、

そ

れ

ゅ

ぇ

に

現

実

の

*

与

で

ぁ

る

概

念

に

も

秩

序

が

生

ま

れ

る

こ

と

に

な

る

丑

吞

カ

ッ

シ

ー

ラ

ー

が

異

議

を

申

し

立

て

る

の

は

、

こ

の

類

概

念

の

理

論

に

よ

っ

て

繫

子

 

然

數

子

の

概

念

も

形

成

さ

れ

て

い

る

と

す

る説

に

対

し

て

で

あ

る

。

こ

こ

で

展

開

さ

れ

た

概

念

の

理

論

は

、

具

体

的

な

〈
科

学

〉

に

お

い

て

行

わ

れ

て

い

る

手

続

き

を

充

分

か

つ

忠

実

に

描

き

出

し

て

い

る

だ

ろ

う

か

？

そ

れ

は

、

こ

の

〔
擊

的

〕
手

続

き

の

個

々

の

#

^

を

残

ら

ず

含

み

支

配

し

て

い

る

だ

ろ

う

か

？

そ

れ

は

そ

の

〔
手
続
き

の
〕
特

徴

の

個

々

の

特

^
#
!
や

連

関

を

表

す

こ

と

が

で

き

る

だ

ろ

う

か

？

少

な

く

と

も

ア

リ

ス

ト

テ

レ

ス

の

理

論

で

は

、こ

の

よ>
っ

な

質

問

は

否

定

的

な

回

答

を

う

け

と

るは
ず

で
あ
る
五
六
。

彼

に

よ

れ

ば

、

数

学

の

概

念

を

調

べ

て

み

る

と

、

そ

れ

は

類

概

念

の

理

論

と

は

別

の
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概

念

形

成

の

理

論

に

の

っ

と

っ

て
i

さ

れ

て

い

る

こ

と

が

明

ら

か

に

な

る

。

そ

の

理

 

論

は

、

「
擊

的

関

数

概

念

の

論

理

学

」

と

呼

ば

れ

る

も

の

で

あ

る

。

そ

の

種

を

先

と

 

屢

に

三

つ

の

視

点

か

ら

整

理

す

る

。

第

一

に

、

概

念

形

成

の

理

論

で

あ

る

。

概

念

と

は

、

我

々

が

能

動

的

に

、

す

な

わ

ち

 

自

由

な

能

作

によ

っ

て

、頭

の

中

で

仮
P演

繹

的

に

構

成

し

た

®

「心
的
か
つ
零
住
$

欠
 

な

i

係

の
シ

ス

テ

ムで
あ
る
丑
セ
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
の
！

の
体
系
は
、
眞
与
す
べ
 

き

何

ら

か

の

実

体

、

事

物

、

基

体

を

必

要

と

し

な

い

、

i

た

る
自

発

的

な

能

作

に

よ

 

っ

て
産

出

さ

れ

る
灵。

そ

の

^

^

の

シ

ス

テ

ム

は

、

一

定

の

規

則

、

法

則

、

原

理

が

そ

 

の

全

体

^

:

を
支
配
さ
れ
て
い
る
五
九
。



第
二
に
、
普

遍

と

翼

の

麗

で

あ

る

。
類
概
念
の
論
理
学
に
お
い
て
は
、
普
遍
と
 

i

は
両
立
し
が
た
い
も
の
で
あ
つ
た
。
し
か
し
数
学
的
関
^
^
念
の
論
理
学
に
あ
つ
 

て
は
、
個
々
別
々
の
特
殊
的
な
る
も
の
は
、

そ
れ
ら
を
あ
る
一
定
の
規
則
、
法
則
、
原
 

理
に
の
つ
と
つ
て
配
列
す
る
と
こ
ろ
の
可
能
的
な
る
も
の
の
全
体
系
列
に
内
包
さ
れ
る
 

穴
9

ま
た
、
あ
る
時
占
ぞ
諸
々
の
を
包
括
す
る
も
の
と
み
な
さ
れ
る
系
列
も

、

そ
 

れ
を
も
包
括
す
る
と
こ
ろ
の
よ
り
上
位
の
系
列
に
包
括
さ
れ
る
可
能
性
を
常
に
残
し
て
 

い
る
穴
0

1

1̂

が
具
体
の
中
に
含
ま
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、

パ
ラ
メ
ー
夕
、
す
な
わ
ち
 

変
数
と
い
う
発
想
を
用
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
我
々
は
変
数
に
対
し
て
任
意
の
値
 

を
代
入
す
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
代
入
さ
れ
る
ま
で
は
可
能
な
代
入
値
の
す
べ
て
を
表
 

し
て
い
る
と
見
な
す
。

そ
れ
ゆ
え
、
変
数
は
代
入
さ
れ
得
る
す
べ
て
の
値
を
可
能
性
と
 

し
て
含
ん
で
い
る
か
ら
、
普
遍
的
で
あ
り
な
が
ら
§

#
的
で
も
あ
り
っ
る
の
で
あ
る/\-ーー。

第
三
に
、
特
殊
的
な
る
も
の
の
個
別
項
は
、
同
じ
く
全
体
系
列
の
中
に
位
置
づ
け
ら
 

れ
る
他
項
と
の
1

に

位

置

づ

け

ら

れ

て

は

じ

め

て

〈
存
在
〉
し
、

そ
の
意
味
と
^
^
 

を
持
つ
と
見
な
さ
れ
る
—

。

そ
れ
ゆ
え
、
存
在
す
る
の
は
論
理
的
現
実
で
あ
り
、
感
覚
 

的
現
実
と
は
区
別
さ
れ
る
」

S。

ま
た
、
裸

の

囊と
い

う

も
の
は
存
在
せ
ず
、
特
殊
項
 

は
概
八
§

な
変
形
を
被
っ
て
ぃ
る
/\-五
。

以
上
見
て
き
た
よ
う
に
、
類
概
念
の
論
理
学
と
数
学
的
関
数
概
念
の
論
理
学
と
は
、 

い
く
つ
か
の
本
質
的
な
点
で
そ
の
基
本
的

1

を
異
に
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

(
3
)
数
学
的
関
数
概
念
の
論
理
学
と
経
験
科
学

以
上
が
数
学
的
関
数
概
念
の
論
理
学
に
お
け
る
ー
般
的

1
徵
で
あ
り
、
す
な
わ
ち
ブ
 

ル

デ
ュ
ー
が
®
^
論
的
思
考1

と
呼
ぶ
も
の
の
一
般
的
特
徴
で
も

あ

る

と

考
え
ら
れ
 

る

。

し
か
し
、
す
で
に
触
れ
た
よ

う

に

、

論

理

学

そ

れ
は

「
認
識
の
す
べ
て
の
客
 

観

〔対
象
〕
と
そ
の
区
別
を
切
り
す
て
る
権
利
」
を
持
つ
〔カ
ン
ト
的
な
意
味
で
〕
雜

 

( p
u
r
e)

な
学
に
と
ど
ま
つ
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
カ
ッ
シ
^

~

ラ
^~~が
向
か
つ
た
次
な
る
 

歷

は

、
数
学
的
関
数
概
念
の
論
理
学
が
、
数
学
や
幾
何
学
と
い
っ
た
ア
.
プ
リ
オ
リ
 

な
学
の
領
域
を
超
え
て
、
物
理
学
や
化
学
と
い
っ
た
経
^
^
学
に
も
適
用
可
能
か
ど
う
 

か
で
あ

る

。

経

馨

学

が

我

々

の

外

部

に

生

起

す

る

現

象

、
存
在
、
実
体
を
扱
う
以
上
、

「
繫
子
的
 

概
念
に
は
、
論
理
学
の
麗
の
全
分
野

に

ま

た

が

る

例

と

し

て

、

〈
概
念
一
般
〉

の
性
質
 

の
範
型
と
し
て
役
立
つ
た
め
の
本
質
的
契
機
が
欠
け
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
」
と

カ
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ッ
シ
ー
ラ
ー
は
述
べ
て
い
る
矣
。
し
か
し
、
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
の
議
論
に
従
え
ば
、
経
験
 

科

学

に

お

い

て

も

麗

の

論

理

学

的

な

_

が
見
ら
れ
る
と
い
う
。
や
は
り
、
先
と
同
 

様
の
三
つ
の
^
^
か
ら
考
察
し
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。

第
一
に
、
概

念

震

の

理

論

で

あ

る

が

、
自
然

S

子
が
対
象
を
記
述
す
る
た
め
に
は
、 

対

象

を

数

す

る

こ

と

な

し

に

は

不

可

能

で

あ

る

。

「
総
じ
て
最
初
の
一
歩
は
、
碌
^

一 

的
で
無
規
定
な
も
の
、
そ
の
ま
ま
で
は
捉
え
ら
れ
ず
確
か
な
境
界
に
閉
じ
ら
れ
て
い
な
 

い
も
の
を
、
度
と
数
に
よ
つ
て
制
御
可
能
な
も
の
に
、
あ

る

〈
量
的
に
規
定
さ
れ

る

も
 

の
〉
に
亦
囊
す
る
こ

と

に

あ

る

S
」
。

『
実
体
と
関
数
』

の

後

に

公

刊

さ

れ

た

『
ア
イ
ン
 

シ

ュ

タ

イ

ン

の

舞

性

理

；

g
j

に
お
い
て
は
、
「計

震

念

」
と
い
前
で
定
式
化
さ



れ
て
い
る
。

概
念
の
な
か
に
あ
る
も
の
は
、
明
ら
か
に
、
単
純
な
事
物
や
感
覚
内
容
の
複
製
で
は
な
く
 

し
て
、
単
に
感
覚
が
と
ら
え
う
る
も
の
か
ら
、
あ
る
測
定
可
能
な
も
の
に
、
.そ
し
て
そ
れ
 

に

よ

っ

て

「
物
理
学
の
対
象
」

に
、
言
い
か
え
れ
ば
物
理
学
に
〈
と
っ
て
の
〉
対
象
に
変
 

換
す
る
こ
と
を
意
図
し
た
、
理
論
的
な
謹
と
構
成
な
の
で
あ
る
。
〈
人
が
測
定
す
る
こ
と
 

の
可
能
な
〉
す
べ
て
の
も
の
は
存
在
す
る
と
ぃ
う
、
法
則
と
し
て
■

さ
れ
た
物
理
学
的
 

客
観
性
の
基
準
の
プ
ラ
ン
ク
に
よ
る
巧
み
な
定
式
化
は
、
物
理
学
の
観
点
か
ら
は
充
分
に
 

満
足
の
ゆ
く
も
の
の
よ
う
で
あ
る
六

A
O

第
二
に
、
普

遍

と

特

殊

の

麗

で

あ

る

。
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
に
よ
れ
ば
、
物
理
学
に
お
 

い
て
も
、
数
学
的
関
数
概

念

の

論

理

学

の

特

徴

が

賺

さ

れ

て

い

る

と

い

う

。
概
念
形
 

成
の
理
論
で
述
べ
た
よ
う
に
、
物
理
は
感
覚
的
現
実
を
数
学
的
シ
ン
ボ
ル
に
置
き
 

換
え
る
。

そ
し
て
、

こ
の
シ
ン
ボ
ル
が
数
学
的
で
あ
る
以
上
、
数
学
と

0
1
3
^

の
論
涅
に
 

し
た
が
つ
て
、

そ
れ
は
一
つ
の
系
列
を
構
成
す
る
。

こ
の
普
遍
的
な
系
列
に
は
、
変
数
 

と

し

て

あ

ら

ゆ

る

〈
可
能
な
〉
^
^
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
，，
丸
。

第
三
に
、
現

実

の

疆

で

あ

る

。
厳
密
に
制
御
さ
れ
た
実
験
や
観
察
を
行
な
う
と
は
 

い
っ
て
も
、
物
理
学
が
扱
う
の
は
や
は
り
論
理
的
現
実
で
あ
っ
て
、
感
覚
的

i

そ
の
 

も
の
で
は
な
い
§

 I

直

線

運

動

や

「
理
想
」
気
体
の
よ
う
に
、
現
実
に
は
あ
り
え
 

な
い
が
、
あ

る

猿

を

極

限

に

近

づ

け

た

雜

に

理

念

的

な

概

念

を

創

造

す

る

こ

と

で

、 

S

さ
れ
た
咸
覺
的
現
実
を
理
解
す
る
た
め
の
論
理
的
モ
デ
ル
と
す
る
の
で
あ
る
セ
ー
。

以
上
、
カ
ツ
シ
^~

ラ
^~

~

の
議
論
を
整
理
す
る
こ
と
を
通
し
て
論
的
思
考
®

へ
の
手
懸
り
を
探
っ
て
き
た
。

そ
の
結
果
、
カ
ツ
シ
ー
ラ
ー
が

「
数
学
的
関
数
：概
念
の
 

論
理
学
」
と
呼
ぶ
も
の
が
そ
の
相
関
物
に
相
当
す
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。
次
章
 

で
は
、

「
擊

的

閨

濃

念

の

4

缰学

J

の

種

を

踏

ま

え

る

こ

と

で

、
ブ
ル
デ
ュ
ー
社

会
学
が
異
な
っ
たf

で
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
こ
と
を
示
し
た
い
。

三

、
ブ

ル

デ

ュ

ー

理

解

の

新

し

い

視

角

(
1
)
社

会

学

的

知

識

の

理

論

、

メ

タ

科

学

の

原

理

こ
れ
ま
で
の
讓
論
で
、

二
つ
の
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
第
一
に
、
ブ
ル
デ
ュ
ー
 

社
会
学
の
基
礎
であ
る

®

^

論
的
思
考
様
式
に
つ
い
て
ブ
ル
デ
ュ

j

目
身
も
、

こ
れ
ま
 

で
の
ブ
ル
デ
ュ
ー
研
究
も
明
ら
か
に
し
て
こ
な
か
っ
た
。
第
ニ
に
、
ブ

ル

デ

ュ

ー

が

た

174 

び
た
び
名
前
を
挙
げ
て
い
る
カ

ツ

シ

ー

ラ

ー

の

『
実
体
概
念
と
関
数
概
念
』
を
参
照
す
 

る
と
、

的
思
考
^
;
の
源
流
と
見
ら
れ
る
思
想
の
特
徴
が
垣
間
見
え
て
く
る
と
 

い

ぅ

こ
と
で
あ

る

。

以
上
を
踏
ま
え
て
、
^
^
早
で
は

カ

ツ

シ
^―

ラ
^―

の

『実
体
概
念
と
 

_
数
概
念
』

の
議
論
を
前
提
に
ブ
ル
デ
ュ
ー
を
読
み
直
す
こ
と
で
、
ブ
ル
デ
ュ
ー
の
議
 

論
が
そ
れ
ま
で
と
は
違
っ
た
姿
で
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
こ
と
を
示
す
。

カ

ツ

シ
ー
ラ
ー
読
解
を
前
提
と
す
る
こ
と
で
明
ら
か
に
な
る
点
の
第
一
は
、
ブ
ル
デ
 

ュ
ー
が
社
会
学
的
知
識
の
理
論

(
T
h
e t
h
e
o
r
y o
f s
o
c
i
o
l
o
g
i
c
a
l k
n
o
w
l
e
d
g
e)

と
呼
ぶ
も
の
 

に
、
関
透
刪
的
思
考
|
^
が
含
ま
れ
て
い
る
と
い
ぅ
こ
と
で
あ
る
セ
'。
社
会
学
的
知
識
 

の
理
論
と
い
ぅ
概
念
が
登
場
す
る
の
は
、

『
再
生
産
』
や

『
社

会

雪

の

メ

チ

ェ

』

(
以



下
、

『
メ
チ
ェ
』
)
、

「
獲

室

義

と

社

会

学

的

知

識

の

理

論

」

(
以
下
、

「
靈

主

義

」
論
 

文
)
な
ど
で
あ
る
。

し
か
し
、
ブ
ル
デ
ュ
ー
は
こ
の
社
会
学
的
知
識
の
理
論
が
何
で
あ
る
か
を
は
っ
き
り
 

と
説
明
し
て
い
な
い
。

肯

生

産

』

の

中

で

は

象

徴

的

な

力

( f
o
r
c
e
s
y
m
b
o
l
i
q
u
e)

が
存
 

在

す
る

こ
と
を
、
社
会
学
的知

！！

の
理
論
の
一
原
理
と
み
な
す
こ
と
が
で
き

る

と

述
べ
 

る
に
と
ど
め
て
お
り
、
社
会
学
的
知
識
の
理
論
一
般
が
何
で
あ
る
の
か
を
突
き
詰
め
て
 

弘

婴九
し
て
は
い
な
い
七
三
。

ま
た
、

『
メ
チ
ェ
』

に
お
い
て
は
複

S

所
で
言
明
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、

そ
こ
で
は
 

社

会

学

的

知

識

の

理

論

(一
a
t
h

s'r
i
e
d
e
l
a
c
o目

a
i
s
s
a
n
c
e
s
o
c
i
o
l
o
g
i
q
u
e)

が
、
社
会
シ
ス
 

テ

ム

の

理

論(一
a
t
h
6
0
l
i
e
d
u
s
y
s
l̂
m
e
s
o
c
i
a
l)

と
区
別
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
後
者
が
 

社
会
に
つ
い
て
の
個
別
理
論
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
前
者
が
そ
ぅ
し
た
個
別
理
論
を
産
 

出
す
る
こ
と
を
可
能
な
ら
し

め

る

原
理
の
体
系
、

す
な
わ
ち
メ
タ
科
学
の
理
論
で
あ
る
 

こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
の
み
で
あ
つ
て
、

そ
の
原
理
と
は
何
で
あ
る
か
を
体
系
的
に
論
 

じ
て
は
い
な
い
の
で
あ
る
セ
匹
。

さ
ら
に
、

『
メチ
ェ

』

と

同

年

に

公

に

さ

れ

た

「
獲

主

義

」
^

K

に
お
い
て
も
、
社
 

会
学
的
知
識
の
理
論
と
社
会
シ
ス
テ
ム
の
理
論
と
い
ぅ
、

の
対
概
念
を
見
出
す
こ
 

とができる七五。

主
義
」

1
i
K

で
は
、

『
メ
チ
ェ
』

の
記
述
に
加
え
て
、
社
会
学
 

的
知
識
の
理
論
と
は
あ
る
種
の
メ
タ
賢
子
の
原
理
で
あ
り
、
そ
れ
は
、
人
間
の
®

子
(
t
h
e

 

s
c
i
e
n
c
e o
f m
a
n
)

を
含
む
、
す
べ
て
の
^
^
子
が
：̂

^
す
る

I
S
S
I

理
の
同
一
性
を
保
証
す
る
 

で
あ
る
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
4

ハ
。

や
は
り
こ
こ
で
も
、
社
会
学
的
知
識
の
理
論
が
ど
う
い
っ
た
原
理
に
よ
っ
て
*
^
さ
 

れ
て
い
る
の
か
、

そ
の
体
系
的
な
考
察
は
行
な
わ
れ
て
い
な
い
.よ
う
に
思
わ
れ
る
。

メ
 

夕
科
学
の
原
理
で
あ
る
社
会
学
的
知
識
の
理
論
と
、
個
別
の
社
会
シ
ス
テ
ム
の
理
論
を
 

区
別
し
た
の
ち
に
、
人
一
^
子
に
お
け
る
構
造
主
義
が
も
た
ら
し
た
功
績
の
一
つ
に
、
近
 

代
数
学
と
近
®

理
学
が
駆
逐
し
て
き
た
実
体
論
的
思
を
排
斥
し
て
き
た
こ
と
 

を
挙
げ
て
い
る
七
七
。

こ
こ
で
は
、

「
M

3な
意
味
で
の
§

学
的
認
識
は
、
^

^

の
対
象
 

が
孤
立
し
た
対
象
と
し
て
与
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
に
で
は
な
く
、

こ

れ

ら

の

対

象

の

〈
全
 

の
構
成
的
産
出
を
可
能
に
す

る

手
続
き
が
与
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
に
の
み
、
存
在
 

す

る

」

と
い
う
、
カ

ツ

シ
ー

ラ

ー

の

『
実
；！̂

念
と
関
^
^
念
』

に
お
け
る
議
論
と

ま

 

つ
た
く
糧
に
七
八
、
近
代
幾
何
学
に
お
い
て
は
幾
何
学
的
形
象
を
現
実
的
存
在
と
し
て
 

で
は
な
く
、

の

i

に
よ
つ
て
把
握
し
て
き
た
こ
と
を
述
べ
て
い
る
友
。

そ
の
後
の
議
論
に
お
い
て
も
、
数
学
や
物
理
学
が
被
っ
て
き
た
変
化
、
す
な
わ
ち
実
 

体
論
的
思
考
^
:

か
らi

晒
的
思
考
i

へ
の
変
化
を
参
照
し
な
が
ら
、
構
造
主
義
 

が
そ
れ
と

！一
^

の
方
向
へと
社
会
科
学
に
変
革
を
も
た
ら
し
た

こ

と

を

述
べ
て
い
る
。
 

つ

ま

り

ブ
ル
デ
ュ
ー

が
社
会
学
的
知
識
の
理
論
と
呼
ぶ
概
念
の
中
に
関
^

1

的
思
考
様
 

式
の
諸
特
徴
が
含
ま
れ
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

そ
し
て
、

こ
の

j

は
力
 

ツ
シ
ー
ラ
ー
が
行
な
つ
た
実
：̂

念
と
関
数
概
念
に
_

す
る
議
論
を
前
提
と
し
て
い
な
 

け
れ
ば
、
窺
い
知
と
が
羅
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

「獲

主

義

」
；

と

『実

篇

念

と

関

叢

念

』
の
_
論
が
つ
な
が
っ
た

こ

と

で
、 

直

接

カ

ツ

シ

ー

ラ

ー

が

f

〖
さ

れ

て

い

な

か

っ

た

『
メ
チ
ェ
』

の
議
論
と
も

、

®

^1
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的

思

が

関

わ

つ

て

く

と

が

明

ら

か

と

な

る

。
『メ
チ
ェ
』
で
は
^

1

的
思
 

考

と

い

う

表

現

は

一

度

も

現

れ

て

い

な

い

た

め

、

^

®

的

に

は

そ

れ

と

は

関

わ

り

 

の
な
い
！
！
論

が

行

な

わ

れ

て

い

る

ょ

う

に

読

み

取

ら

れ

て

し

ま

い

か

ね

な

い

。

し
か
し
 

な

が

ら

、

カ

ッ

シ

ー

ラ

ー

の

議

論

を

糧

し

、

「

嫿姐

主

義

」
於

受

の

_
論
と
平
行
し
て
 

『
メ

チ

ェ

』

を

読

む

こ

と

で

、
実

は

『
メ

チ

ェ

』

の
中
に
も
®

^

晒
的
思
考
^

に
関
 

わ

る

議

論

が

^

^

 く

行

な

わ

れ

て

い

る

こ

と

が

明

ら

か

に

な

つ

て

く

る

。

(
2
)
法
則
の
概
念
的
な
先
取
り

『
メ

チ

ェ

』

の

中

に

は

、

「
命

題

の

体

系

と

体

系

的

論

証

」

と

題

し

た

一

節

の

中

 

に
、

方

法

的

循

環(c
e
r
d
e
m

n)>thodique)

あ

る

い

は

^

^

 晒

法

(cerclevicieux) 

と

い

う

記

述

が

あ

る

。
ブ

ル

デ

ュ

ー

が

『
メ

チ

ェ

』
の

中

で

述

べ

る

論

証

の

方

法

は

、
 

事

実

の

集

積

か

ら

理

論

へ

と

向

か

う

実

証

主

義

的

な

方

法

と

は

真

つ

向

か

ら

対

立

 

す

る

、
®

^

の

体

系

を

1
$
^

す

る

理

論

を

あ

ら

か

じ

め

も

つ

て

い

て

は

じ

め

て

、
観

 

察

さ

れ

る

個

々

の

事

実

が

価

値

を

持

つ

と

み

な

す

。

類

似

の

議

論

は

、

『
メ

チ

ェ

』
 

の

他

に

も

「
獲

主

義

」
^

><や
パ

ノ

フ

ス

キ

ー

の

『
ゴ

シ

ッ

ク

建

築

と
ス

コ

ラ

学

』
 

の

仏

語

翻

訳

に

付

さ

れ

た

ブ

ル

デ

ュ

ー

の

「
あ

と

が

き

」

に
も
見
出
せ
る
ハ
9

一
見
 

す

る

と

論

点

先

取(petitions d
e

 Principe)
、

あ

る

い

は

循

晒

法

の

誤

り

を

犯

し

 

て

い

る

よ

う

に

解

釈

さ

れ

て

し

ま

い

か

ね

な

い

こ

の

方

法

も

、
カ

ツ

シ

ー

ラ

ー

の
議
 

論

に

通

暁

し

て

い

れ

ば

、

妥

当

で

あ

る

と

理

解

で

き

る

。

ま

ず

は

こ

の

方

法

が

ブ

ル

デ

ュ

ー

の

研

究

に

お

い

て

用

い

ら

れ

て

い

る

事

例

を

確

認

し

て
み

ょ

う

。

も

つ

と

も

明

瞭

に

現

れ

て

い

る

の

は
お

そ

ら

く

『
デ

ィ

ス

タ

ン

 

ク

シ

オ

ン

』

で

あ

り

、

そ

の

「
方

法

に

つ

い

て

の

い

く

つ

か

の

考

察

」

で

か

か

る

方

 

法

を

採

用

し

た

理

由

が

説

明

さ

れ

て

い

る

。

.

こ

う

し

た

〔
も

し

全

部

一

遍

に

差

し

出

さ

れ

て

い

た

ら

お

そ

ら

く

恣

意

的

な

、

あ

る

い

は

習

然

な
も

の

と

映
っ
た
に
ち
が
い
な
い
理
論
的
〕
仮

説

の

雜

は

、
1

し
そ
れ
が
研
究

ゆ
最
初
の
段
階
か
ら
発
見
に
役
立
9
図
式
と
い
う
砂
で
存
在
し
て
い
な
か
っ
た
な
ら
、
分
 

析
資
料
か
ら
抽
出
す
る
こ

と

な

ど
決
し
て
で
き
な
か
つ
た
に
ち
が
い
な
い
の
で
あ
つ
て
、
 

こ
の
こ

と

を

知

ら

ず

に

い

る

わ

け

に

は

(
ま
た
知
ら
せ
ず
に
済
ま
す
わ
け
に
も
)

い
か
な

か
っ
た
。
4
资6

釙#

^

^

発

点

と

み

な

す

ょ

ゲ

な

記

述

形

式

は

(
中
略
)
個
々
の
事
 

実

が

自

ら

の

直

連

修

を

受

け

取

る

母

体

で

あ

る

の

シ

ス

テ

ム

の

中

に

、

そ
れ
レ
の
 

事
実
を
お
き
直
し
で
や
る
こ

と

を

可

能
t
す
る
唯
一
のも
の

と

し
て
、
浮
か
び
上
が
つ
て
 

き
た
の
で
あ
る
八
ー
。

こ
の
発
想
は
、
ま

さ

に

カ

ッ

シ

丄フ

ー

が

『
実

体

と

関

数

』
の
中
で
述
べ
て
い
る
、
「
法
 

則

の

概

念

的

な

先

取

り

」

と

主

想

を

共

に

す

る

も

の

で

あ

る

。

カ

ッ

シ

ー

ラ
}

の
議
論
 

に

お

い

て

は

、

数

学

的

概

念

に

お

い

て

典

型

的

に

見

ら

れ

る

よ

う

に

、
概

念

と

は

思

惟

 

が

能

動

的

に

産

出

す

る

も

の

で

あ

つ

て

、
実

体

概

念

が

前

提

と

す

る

よ

う

に

、
個
々
の
 

に

よ

つ

て

一

つ

ひ

と

つ

の

概

念

が

確

認

さ

れ

る

こ

と

に

よ

つ

て

産

出

さ

れ

る

の

で

 

は

な

い

。

物

理

学

に

お

い

て

は

、

ま

ず

概

念

が

あ

り

、

そ

れ

に

基

づ

い

て

事

実

が

与

え

76



ら

れ

う

る

。

法
則
が
測
定
か
ら
生
じ
う
る
の
は
、
も
っ
ぱ
ら
わ
れ
わ
れ
が
法
則
を
仮
説
的
な
形
式
で
そ
 

の
測
定
そ
の
も
の
に
置
き
入
れ
た
こ
と
の
結
果
な
の
で
あ
る
。

こ
の
相
互
®

t

が
い
か
に
 

逆
説
的
に
見
え
よ
う
と
も
、

そ
れ
は
物
理
学
の
論
理
的
1

の
核
心
を
忠
実
に
示
し
て
い

る
。
法
則
の
»
今
海
な
先
取
り
は
、
独

断

論

的

な

<
断
言
>
の
形
式
に
お
い
て
で
は
な
く
、

単

^
最
初
の
思
考
上
の
端
緒
と
い
て
行
な
わ
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
チ
盾
し
て
は
い
な
い
。
 

つ
ま
り
こ
の
先
取
り
は
、
最
終
的
な
回
答
を
含
む
も
の
で
は
な
く
、
単
な
る
設
問
を
含
ん

で
い
る
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。

こ
の
端
緒
に
も
と
づ
い
て
経
驗
の
全
体
於
首
尾
よ
く
隙

間
な
い
統
一
に
統
合
さ
れ
て
は
じ
め
て
、
そ

6

齋
値
と
•

秒

卜

於

於

か

れ̂
(
中
略
)
わ
 

れ
わ
れ
は
、
も
っ
ぱ
ら
概
念
を
可
能
な
経
験
の
全
体
を
考
慮
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
構
想
す

る
の
と
！
^

に
、HI

W
K
」

を
^P、

概

念

の

〈
全
体
〉
に
よ
つ
て
の
み
所
有
し
て
い
る
の
で

知

シ

八

ニ

。

そ

れ

ゆ

え

、

ブ

ル

デ

ュ

ー

が

取

っ

た

方

法

は

、

カ

ッ

シ

ー

ラ
ー

が

分

析

し

た

近

^

#

 

理

学

の

も

の

と

同

じ

も

の

で

あ

る

と

み

な

す

こ

と

が

で

き

る

。

そ

れ

に

よ

れ

ば

、

我
々
 

の

「
外

に

」

あ

ら

か

じ

め

裸

の

事

実

が

存

在

し

て

お

り

、

そ

れ

を

可

能

な

か

ぎ

り

そ

の

 

ま

ま

の

姿

で

写

し

取

る

こ

と

に

よ

つ

て

、
概

念

や

法

則

と

い

う

も

の

が

作

ら

れ

て

い

る

 

の
で
は
な

い

。
そ

う

で

はな

く

、

を

事

実

と

し

て

受

け

取

る

た

め

に

は

、

あ
ら
か
 

じ

め

概

念

が

確

立

さ

れ

て

い

な

け

れ

ば

な

ら

ず

、

そ

の

概

念

の

中

に

位

置

づ

け

ら

れ

る

こ
と
で
、
事

実

は

事

実

と

し

て

捉

え

ら

れ

る

の

で

あ

る

。

ゆ
え
に
、
概

念

を

仮

説

的

に

 

先

取

り

す

る

こ

と

は

、

循

震删法

と

い

つ

た

論

理

的

な

矛

盾

と

し

て

理

解

さ

れ

て

は

な

 

ら

な

い

。
ブ

ル

デ

ュ

ー

社

会

学

を

理

解

す

る

上

で

、

こ
の

方

法

論

上

の

前

提

を

理

解

し

 

て

お

く

こ

と

は

重

要

で

あ

る

が

、

こ

の

前

提

も

ま

た

カ

ツ

シ

ー

ラ
^

~

に
よ
つ
て
定
立
さ
 

れ
た
的
思
へ
と
通
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。

(
3
)
ア

ナ

ロ

ジ

ー

と

い

ぅ

方

法

次

に

！
®

と

す

べ

き

は

、
方

法

と

し

て

の

ア

ナ

ロ

ジ

ー

で
あ
る
。
ブ

ル

デ

ュ

ー
が

『
メ
 

チ

ェ

』

に
お
い

て

、

や

は

り

パ

ノ

フ

ス

キ

ー

に
1

し

な

が

ら

、

ア
ナ
ロ

ジ

ー

の
方
法
 

的な性を

i

し

て

い

る

以

上

、
ブ

ル

デ

ュ

ー

社

会

学

の

方

法

を

検

討

す

る

上

で

、
 

ア

ナ

ロ

ジ

ー

の

2

^

を

避

け

て

通

る

こ

と

は

で

き

な

い

。

そ

し

て

こ

の

ア

ナ

ロ

ジ

ー

に

77 

おいても、
そ
の
根
底
に
は
が
流
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

ま
ず
、

ア
ナ
ロ
ジ
ー

は

な

い

し

は

「類

推

」

と

訳

さ
れ
る
。

『メ
チ
ェ
』

で
 

は

「
た

ん

な

る

^

^

^

8

3
語

1
3
1
3
1
1
0
6

)

と

ア

ナ

ロ

ジ

ー

 

(analogie)

と

は

異

な

る

」

と

 

明

言

さ

れ

て

お

り

会

、

§

的

な

類

1

に

よ

つ

て

で

は

な

く

、

そ

の

^

^

に

隠

さ

れ

 

た

原

理

(principeseach6S
)

を

捉

え

よ

ぅ

と

す

る

の

が

ア

ナ

ロ

ジ

^~

で

あ

る

と

述

べ

ら

れ

て

い

る

ハ

西

。

次

に

ア

ナ

ロ

ジ

ー

に
基
つ
く

推

論

は

、

比

較

法

(一a 

r

穿

e)

に
 

よ
つ
て
基
礎
づ
け
ら
れ
て
い
る
八
五
。
ヴ

ヱ

ー

バ
ー
が

議

し

た

理

念

型

は

、

「
釋

な

模

 

範

か

ら

現

実

が

ど

れ

だ

：̂

脱

し

て

い

る

か

、

そ

の

距

離

を

S

的

に

測

定

す

るこ

と



に

よ

つ

て

、

現

実

の

行

動

を

客

観

化

す

る

こ

と

を

可

能

な

ら

し

め

る

」

こ
と
を
目
的
と
 

し

た

も

の

で

あ

る

公

。

そ

の

意

味

で

、

理

念

型

は

現

実

か

ら

の

ア

ナ

ロ

ジ

ー

に

よ

つ

て

 

獲

さ

れ

た

理

論

的

な

虚

構

で

あ

る

。

し

か

し

ブ

ル

デ

ュー
は
、
ヴ

ェ

 ̂—

バ

ー

が

「
涅

念

型

と

モ

デ

ル

を

同

一

視

す

る

こ

と

 

に

よ

つ

て

、

理

念

型

を

典

型

的

な

ケ

ー

ス

と

み

な

し

たこ
と

も

あ

れ

ば

、
極

限

ケー
ス
 

に

な

ぞ

ら

えた
こ

と

も

あ

つ

た

」

と

し

て

、
曖

昧

さ

を

残

し

て

い

る

と

い

ぅ

批

判

を

行

 

な

つ

て

い

る

<
セ
。そ
ぅ

し

た

曖

昧

さ

を

防

ぐ

た

め

に

、
ブ

ル

デ

ュ

ー

は

ヴ

ェ

ー

バ

ー

の

 

理

念

型

を

®

^1

的

に

解

釈

し

直

す

こ

と

で

、
解

決

を

図

つ

て

い

る

。

こ

れ

ら

の

曖
昧
さ
を
回
避
する
た

め
に
、
と

り

わ

け

現
に
観
察
可
能
な
事
実
を
扱
^

一
§に

、

(
中
略
)む
し

ろ

耶
能
な
か
レ
の
の
一
特
殊
事孙と
し

て

、

顏

囊

の

グ

ル
ー

プ
に
お
け
る

一
要
素
と
し
て
、
考
察
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
、
そ
の
特
殊
事
例
を
全
て
の
可
 

能
な
、
あ
る
い
は
現
実
の
集
合
に
属
す
る
®
!
例
、

そ

の

中
に
理
念
型
が
特
別
な
事
例
で
あ
 

る
と
こ
ろ
の
®I

例
の
集
合
を
参
照
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
考
察
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
 

の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
ゆ
え
、
そ
の
理
念
型
を
同
形
の
®

I

例
の
構
造
を
明
ら
か
に
す
る
 

も

の

と

し
て
み
な
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

一
一
^

の

考

え

方

は

、

カ

ツ

シ

ー

ラ

ー

が

考

察

し

た

物

理

学

の

中

に

も

見

出

す

こ

と

が

 

で
き
る
。

い

か

な

る

自

然

科

学

の

〈
理
論
〉
も
、

こ
れ
ら
の
事
実
そ
の
も
の
に
直

i

連
し
て
い
る

の
で
は
な
く
、

わ
れ
わ
れ
が
頭
の
な
か
で
そ
れ
ら
の

W
K

と

置

き

換

え

る

観

念

的

な

〈
極

限
〉

に
関
連
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

わ
れ
わ
れ
は
、
相

互

に

作

用

を

及

ぼ

す

質

量

を

〈
完

全

〉
弾
性
体
な
い
し
は
非
弾
性
体
と
み
な
す
こ
と
に
よ
っ
て
^

:

の
衝
突
を
研
究
し
、
完

全
流
体
の
概
念
を
把
握
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
流
体
中
の
圧
力
の
一
^

の
法
則
を
確
立
す
る
。

ま

た

「
理
想
」
気
体
か
ら
出
発
し
、
し
た
が
っ
て
直
接
感
覚
さ
れ
る
デ
ー
夕
に
い
わ
ば
仮

説

的
t
考

え

出

さ

れ

た

〈
モ
デ
か
〉
を
対
置
す
る

こ

と

に

よ

っ
て
、
気
体
の
圧
力
と
温
度

と

の

S

を

吟

味

す

る

八

九

。

こ

の
よ
う
に
、

ア
ナ
ロ

ジ

ー

に

よ

る

推

論

は

、

現

実

に

観

察

さ

れ

た

も

の

を

思

惟

に

 

よ

っ

て

創

造

さ

れ

た

も

の

に

置

き

換

え

る

こ

と

に

よ

っ

て

、

す

な

わ

ち

、

事

実

(
あ
 

る

い

は

現

象

)

の

領

域

で

観

察

さ

れ

た

も

の

を

思

惟

(
あ

る

い

は

シ

ン

ボ

ル

)

の
領
域
 

に

置

き

直

す

こ

と

に

よ

っ

て

、
^

^

に

思

惟

の

産

物

で

あ

る

モ

デ

ル

を

®

木
す
る
丸
9
 

そ

の

モ

デ

ル

と

、

現

実

の

観

察

結

果

と

が

比

較

さ

れ

る

こ

と

に

よ

っ

て

、

そ
の
モ
デ
ル
 

の

妥

当

性

が

検

証

さ

れ

る

の

で

あ

っ

て

、

そ

の

妥

当

性

は

事

実

の

領

域

で

観

察

さ

れ

る

 

諸

^

と
、

思

惟

の

領

域

で

1

さ

れ

る

モ

デ

ル

と

の

間

の

i

的

な

相

同

性

が

存

在

 

す

る

か

ど

う

か

が

^

^

と
な
る
の
で
あ
る
丸
一
。

こ

の

着

想

を

理

解

し

て

い

れ

ば

、
ブ

ル

デ

ュ

ー

が

フ

ロ

ー

べ

ー

ル
や
プ

ル

ー

ス
ト
を
 

社

会

学

研

究

の

中

で

言

及

す

る

こ

と

が

多

い

理

由

を

理

解

で

き

る

よ

う

に

思

わ

れ

る

。
 

プ

ル

ー

ス

ト

を

貴

族

に

関

す

る

最

も

偉

大

な

社

会

1

^

の

一

人

だ

と

言

っ

て

い

る

よ

う

 

に
丸
一
一
、
ブ

ル

デ

ュ

ー

は

『
失

わ

れ

た

時

を

求

め

て

』

と

い

っ

た

小

説

の

中

の

一

節

を

引



用

す

る

こ

と

が

少

な

く

な

い

。
通

常

の

社

会

科

！
^

で
あ
れ
ば
、

フ

ィ

ク

シ

ョ

ン

の

世

 

界

の

こ

と

が

ら

で

も

つ

て

現

実

を

語

る

な

ど

、

そ

の

研

究

の

S

子
性
を
削
ぎ
落
と
す
行
 

為

以

外

の

何

も

の

で

も

な

い

ょ

う

に

思

わ

れ

る

は

ず

で

あ

る

。

し

か

し

、

こ

れ

ま

で

考

察

し

て

き

た

ア

ナ

ロ

ジ

ー

の

考

又

方

に

の

つ

と

れ

ば

、
ブ
ル
 

デ

ュ

一

は

プ

ル

ー

ス

ト

が

描

写

す

る

世

界

を

「
可

能

な

る

も

の

の

中

の

一

特

殊

事

例

」
 

と

し

て

位

置

づ

け

、
思

惟

の

領

域

に

属

す

る

可

能

な

世

界

像

の

一

つ

と

し

て

み

な

し

て

 

い

る

わ

け

で

あ

る

。

た

と

え

プ

ル

ー

ス

ト

が

『
失

わ

れ

た

時

を

求

め

て

』

の
世
界
を
実
 

在

し

な
V
世

界

と

し

て

創

造

し

た

の

で

あ

つ

た

と

し

て

も

そ

の

世

界

が

観

察

可

能

な

 

現

実

世

界

と

同

じ

*

^

を

持

つ

て

い

れ

ば

、

そ

れ

は

ヴ

エ

ー

バ
ー

の
理
念
型
と
同
じ
く
、
 

科

学

的

な

議

論

の

中

で

用

い

ら

れ

る

権

利

を

有

し

て

い

る

こ

と

に

な

る

。

そ

し

て

猶

 

可

能

な

領

域

を

超

え

て

、
可

^
#
一
の
領
域
に
ま
で
思
考
を
広
げ
る
こ
と
を
可
能
な
ら
し
 

め
る
と
い
う
の
は
、

的
思
考
震
に
お
け
る
重
要
な
讓
の
一
つ
で
あ
る
。

終

章本

稿

で

は

、

カ

ッ

シ

ー

ラ
ー

が

『
実

1

念

と

関

数

概

念

』

の

中

で

行

な

つ

た

蠢

論

 

を

踏

ま

え

て

ブ

ル

デ

ュ

^

―

社

会

学

を

解

釈

す

る

こ

と

を

試

み

た

。
そ

れ

と

い

う

の

も

、
 

カ

ッ

シ

^

~

ラ

ー
理

解

を

^

き

に

す

る

こ

と

で

、

ブ

ル

デ

ュ

ー
社

会

学

の

基

礎

を

形

作

 

る

哲

学

で

あ

る

®

^

論
的
田
^

^

の

一

般

的

な

特

徴

を

理

解

す

る

こ

と

が

で

き

る

と

 

さ

れ

た

か

ら

で

あ

る

。

カ

ツ

シ

i

フ
ー

の

読

解

を

前

提

に

プ

ル

デ

ュ

ー

を

読

み

直

 

す

こ

と

で

、
ブ

ル

デ

ュ

ー

が

隱

の

ま

ま

に

し

て

い

た

語

ら

れ

ざ

る

前

提

の

一

端

に

光

を

当

て

る

こ

と

が

で

き

る

と

い

う

こ

と

を

示

す

こ

と

が

で

き

た

の

で

は

な

い

か

と

思

わ

 

れ
る
。

し
か
し
、
本

稿

で

®

^

晒
的
思
考
！

の

全

て

を

明
ら
か
に
で
き
た
わ
け
で
は
な
い
。

的

思

考

と

は

カ

ツ

シ

ー

ラ

ー

に
独
_

の
思
想
で
は
な
く
、

パ
シ
ュ
ラ
ー
ル
 

や

デ

ュ

エ

ム

な

ど

、
多

く

の

§

哲

_

が

共

通

し

て

述

べ

て

い

る

思

想

で

あ

っ

て

、

カ

ツ

シ

ー

ラ

ー

の

思

想

は

そ

の

一

事

例

に

す

ぎ

な

い

か

ら

で

あ

る

。

s

^
l

nra的

思
^

i

 

式

と

は

何

か

を

明

ら

か

に

す

る

た

め

に

は

、

カ

ツ

シ

^

―

ラ
^―

の
み
な
ら
ず
、

ブ
ル
デ
ュ
 

1

が

参

照

し

て

い

る

科

学

哲

学

の

可

能

な

か

ぎ

り

全

て

を

検

討

す

る

こ

と

が

必

要

で

あ

 

る
。ま

た

、
ブ

ル

デ

ュ

ー
社

会

学

の

射

程

と

限

界

を

正

当

に

判

断

す

る

た

め

に

は

、
ブ
ル
 

デ

ュ

ー

が
^

^

す

る

^

^

麵

的

思

考

震

の

批

判

的

な

検

討

も

必

要

で

あ

る

。

そ

の

た

179 

め

に

は

、
8

晒
的
思
考
！
^

だ

け

を

取

り

出

し

て

検

討

す

る

だ

け

で

は

十

分

で

は

な

 

く

、

科

学

哲

学

の

言

説

空

間

全

体

の

中

で

、

カ

ツ

シ

^

―

ラ
^―

や

バ

シ

ュ

ラ

^

―

ル
が
ど
の
 

よ
う
な
を
占
め
て
い
る
の
か
を
鑑
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

以

上

の

よ

う

な

限

界

を

抱

え

て

い

る

本

稿

は

、

未

だ

研

究

と

し

て

は

道

半

ば

に

あ

る

 

と

言

わ

ざ

る

を

え

な

い

。

し

か

し

、
ブ

ル

デ

ュ

ー
社

会

学

を

「
そ

れ

自

体

と

し

て

、

そ
 

れ

の

た

め

に

」
研
究
す
る
だ
け
で
は
、
逆
説
的
な
こ
と
で
あ
る
が
、
ブ
ル
デ
ュ
ー
 

社
会
学
を
正
し
く
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
は
示
せ
た
と
田
心
う
。

パ
ス
 

カ

ル

を

理

解

す

る

た

め

に

キ

リ

ス

ト

教

の

知

識

が

不

可

欠

で

あ

る

の

と

全

く

同

じ

よ

う

 

に
、

ブ

ル

デ

ュ

ー

を

理

解

す

る

た

め

に

は

彼

が

前

提

と

す

る

も

の

を

理

解

し

て

い

な

け



れ

ば

な

ら

ず

、

い

わ

ゆ

る

「
内

的

読

解

」

に
と
ど
ま
つ

て

い

る

わ

け

に

は

い

か

な

い

。

そ

れ

ゆ

え

、
ブ

ル

デ

ュ

ー
社

会

学

を

批

判

的

に

検

討

し

、

そ

の

射

程

と

限

界

を

i

 

め
、

さ

ら

に

は

そ

の

応

用

可

能

性

を

問

ぅ

た

め

に

は

、
ブ

ル

デ

ュ

ー

が

述

べ

て

い

る

こ

 

と

を

文

字

通

り

に

受

け

止

め

る

の

で

は

な

く

、

そ

の

源

流

に

ま

で

さ

か

の

ぼ

つ

て

検

討

 

す

る
こ

と

が

必

要

で

あ

る

。

本

稿

が

試

み

た

科

学

質

子

の

み

な

ら

ず

、
ブ

ル

デ

ュ

ー

が
 

高

く

評

価

し

て

い

る

フ

ッ

サ

^

~
ル

や

メ

ル

ロ

 ̂—=ポ

ン

テ

ィ

、
ヴ

イ

ト

ゲ

ン

シ

ュ

夕

イ

 

ン
や
オ
ー

ス

テ

イ

ン

な

ど

も

^

^

に

入

れ

て

検

討

す

る

必

要

が

あ

ろ

う

。
ブ

ル

デ

ュ

ー

 

の
よ
う

に

、
通

常

の

枠

に

は

ま

ら

な

い

社

会

|

^

を

理

解

す

る

た

め

に

は

、
彼

を

研

究

 

す

る

者

も

通

常

の

枠

を

超

え

て

研

究

す

る

必

要

が

あ

る

は

ず

で

あ

る

。

一
七
〇
_

か

ら

八

ま

で

は

、
日
本
の
社
会

f

の

中

に

は

、

卜

1

マ

ス

.
ク

ー

ン

の

『
科

 

の

獲

』

の

中

で

糧

さ

れ

た

樊

忍

を

引

き

合

い

に

出

し

な

が

ら

、
社

会

学

に

お

け

る

 

は
^

^

王

義

に

よ

っ

て

実

行

さ

れ

た

と

考

え

て

い

た

者

が

少

な

く

な

か

っ

た

。
例

え

ば

、
1

人

ほ

か

著

 

『
社

会

学

の

ぁ

ゅ

み

』

W
W

一
九
七
九
年
、

一

四

五

罵

_
i

*
l

一
の
讓

に

当

た

る

『
パ

ー

ト

2

』

で

は

、
獲

吊

致

子

と

し

て

の

擊

パ

ラ

ダ

イ

ム

に

な

る

か
に
 

見

え

た
靈

主

義
へ
の
信
頼
が
覆

さ

れ

た

こ

と

が

薦

さ

れ

て

い

る

。
新

睦

人

ほ

か

著

『
社

会

学

のあ
ゆ
 

み

パ

ー

ト

2―

^

し

い

社

会

学

の

歷

有

斐

閣

、

一
九
八
四
年
、

ニ
罵

 

三

「
む

し

ろ

社

会

^
^
7
は

ま

す

ま

す

^
|
^
3
し

て

き

て

い

て

、

^4||1で
私

が

「実
1
王
義
」
お

よ

び

「
理

 

f

義
」
と

f

け

た
諸

「1

」
——

查
日
で
私
は
そ
れ
ぞ
れ
の
陣
営
か
ら
三
つ
ず
つ
の
を
 

え

ら

ん

だ

が

、

も

ち

ろ

ん

じ

つ

さ

い

に

存

在

し

て

い

る

そ

れ

ら

の

数

は

も

つ

と

ず

つ

-

^

い
——

が

分

 

離

し

；̂
寧

し

あ

つ

て

い

る

、

と

い

う

の

が

現

代

の

社

会

擊

の

樊

の

讓

で

あ

る

。
」

富

永

健

一

『
現

代

の

社

会

科
c

f
現

益

会

S
子

に

お

け

る

実

筆

王

義

と

聲

圭

義

』
講

談

社

、

一
九
九
三
年
、

ニ

罵四

「
社

会

^
;
子
は
、

一
七
^

®

〜

一

八

1

か

ら

ー

九

^

^

頭

に

か

け

て

の

1

洋

で

、
そ

の

当

時

ま

で

 

に

す

で

に

人

間

知

識

の

麗

と

し

て

十

 1

乂

さ

れ

麗

化

さ

れ

て

い

た

ニ

つ

の

t
M

T

す

な

わ

—

 

然

0

子

と

人

文

学

と

の

あ

い

だ

の

い

わ

ば

谷

間

に

、

こ

の

両

者

よ

^

>お

く

れ

て

き

し

た

、
後

^

^

 

問

で

あ

っ

た

。
」

同

^

ニ

七

罵

五

「
肇

主

義

と

聲

圭

義

のi

は
可
能
で
あ
ろ
う
か
。
社
会
学
の
よ
う
に
精
の
度
合
い
が
 

そ
れ
ほ
ど
ー
§

で

な

い

0

子
の

S
K

ロ
に
は
、
^

^

を

め

ざ

す

¥

が

起

こ

り

っ

る
余
地
は
八遂

と

も

あ

る

 

で

あ

ろ

う

。

し

か

し

、

「
ド

イ

ツ

社

会

学

に

お

け

る

実
！#

藎

の

^

^

が

示

唆

す

る

よ

う

に

、

両

 

者

は

そ

れ

ぞ

れ

®

に

ま

っ

た

く

里

贊

な

！
^

を

も

っ

て

い

る

の

で

あ

る

か

ら

、
そ

の

違

い

が

®

i

し

て

 

い

く

と

いう
こ

と

は

な

い

で

あ

ろ

う

。
そ

れ

ら

は

対

立

し

つ

つ

、
そ

れ

ぞ

れ

i

の

道

を

歩

む

だ

ろ

う

。
」
 

同

右

、

五

一

四

罵

六

イ

マ

ニ

ュ

エ

ル

.
ゥ

ォ

ー

ラ

ー

ス

テ

イ

ン

^

i会

赶

子

の<
1
^

を

と

し

、
そ

の

解

決

を

試

み

た

社

 

会

c

iで

あ

る

。
特

に

、
—
S

と

人

文

学

の

間

に

社

会i子

が

誕

生

し

た

こ

と

に

^

の
®
®

 

が
あ

る

と

す

る

分

析

は

、
富

氷

の
そ

れ

と

酷

似

し

てい
る

。

そ

れ

ゆ

え

、
ブ

ル

デ

ュ
ー

だ
け
が
な
問
 

@
1

思

識

を

持

っ

て

い

た

わ

け

で

は

な

く

、
1

の
¥

に

よ

っ

て

共

有

さ

れ

た

も

の

で

あ

っ

た

こ

と

に

な

 

る
。

イ

マ

ニ

ュ

エ

ル

.
ゥ

ォ

'

~
~

ラ

ー

ス

テ

イ

ン

『
入

門

.
^

s
k

シ
ス
テ
ム
藤

M
I
W

6
、

ニ

0
0

六

 

年

、

ニ

六

頁

。

七

ブ

ル

デ

ュ

ー

は

こ

れ

ら

藝

し

た

陣

営

に

対

し

て

、
他

に

も

実

1

王

義

と

理

八

室

義

、
あ

る

い

は

社

会

 

物

理

学

と

社

会

現

擊

な

ど

、
^

^

な

$

を

与

え

て

い

る

。
主

望

義

と

霍

王

義

の

ニ

ー

1£|
に
つ
い
 

て

は

、

例

え

ば

ブ

ル

デ

ュ

ー

『
リ

フ

レ

ク

シ

ヴ

.
ソ

シ

オ

ロ

ジ

ー

へ

の

寒

——

ブ

ル

デ

ュ

ー

、

社

会

 

学
を
語
る
』
藤

m
u

m
、

ニ

0
0

七

年

、

ニ

ニ

九

頁

以

下

の

護
f
余

焉

 

八
日
和
ほ
か
訳
『社

A

i
の
メ
チ
ェ
讓

 1

1

の
；H
条件』藤
一
九
九
四
年
や
、



今

拦志

ほ

か

訳

『
実

践

靈

(
1
)
』

み
す
ず
晝
房
、

ー
九
八
八
-
ー
九
九
0
^
を
参
照
。

九

小

松

露

「
ブ

ル

デ

ュ

ー

の
！

r謹

刪

と

実

践
i
刪
の
再
考
——

I

•
実

壁

ハ

同

体

.
議

を

キ

ー
 

ヮ

ー

ド

に

し

て

」

『
1

』

神

戸

女

学

院

大

学

、

四

六

卷

二

号

、

三

九

百

「

ー
0

例

え

ば

、

石

井

洋

ニ

郎

『
差

異

と

霞

——

ブ

ル

デ

ュ

ー

『
デ

ィ

ス

タ

ン

ク

シ

オ

ン

』

を

読

む

』
藤

 

1

*

5

、

ー

九

九

三

年

や

、

安

田

尚

3
フ

ル

デ

ュ

ー

社

会

学

を

読

む

——

社

会

的

1

2

の

リ

ア

リ

テ

ィ

 

—

と

主
t

の

糧

』
青

i

日
店
、

一

九

九

八

年

な

ど

。

ニ

例

え

ば

、

清

水

璧

心
_

_
：ブ

ル
デ

ュ

ーと

フ

ー

コ
ー

の

f

Brnの
比

較

」松

.

^

良

 

ほ

か

編

『
シ

ス

テ

ム

と

メ

デ

ィ

ア

の

社

会

学

』
震

社

量

閣

、

ニ

〇

0

三

年

や

、
江

M

美
子
「ジ
ェ
 

ン

ダ

ー

と

獲

^

!

_

デ

ン

ズ

，
ブ

ル

デ

ュ

ー

を

中

心

に

」
江

墨

美

子

ほ

か

編

『
ジ

ェ

ン

ダ

ー

と

 

社

会

_

&

有

斐

閣

、

ニ
〇
o六

年

、
南

田

勝

也

「
ロ

ッ

ク

音

楽

の

超

種

と

B
R
*

―

ピ

エ

ー

ル

.
 

ブ

ル

デ

ュ

ー

の

®一
:#一

理
論
を
基
に
」

宮

台

苜

荀

ほ

か

編
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男

ら

し

さ
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快
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ホ

ピ

ュ

ラ

ー

文

 

化

か

ら

み

た

そ

の

実

態
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塾
畫
日
一
^

ニ
〇

o^
年

な

ど

。

ニ
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磯

廣

「
ブ

ル

デ

ュ

ー

に

お

け

る

賺

^

^

一
!論

と

調

査

の

媒

介

と

し

て

」

『
ソ

シ

オ

ロ

ジ

』

社

 

会

学

研

究

会

、

第

五

三

巻

一

号

、

三

八

頁

や

、

磯

直

樹

「
#

生

産

』

0

後

の

ブ

ル

デ

ュ

ー

——

一
九
七
 

〇
素
に
お
け
る
三
つ
の
基
礎
概
念
の
麗
」
『社

会

究

』
日
本
社
会

t重

f

JST、

第

三

〇

号

、
 

一
二
五
頁
な
ど
を
参

\
g

f

一
三
^

^

安

田

『
ブ

ル

デ

ュ

ー

社

会

学

を

読

む
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五

罵

 

一

四

厲

石

井

『差
異
と
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』

一
五
罵

一五

ブ

ル

デ

ュ

ー
i

i

―
M

の

理

論

に
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い

て
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藤

星

®

、

ニ

〇

0

七

年

、

七

罵

 

ニ
ハ
同
有
七
百
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一
七
同
右
、

ヤ

八K

ー

八

後

述

す

る

ょ

ぅ

に

、
『
実

践

理

性

』

这

刖に

霊

刪

的

田

箸

蠢

に

関

す

る

言

及

が

ー

切

な

か

っ

た

ゎ

 

け

で

は

な

い

が

、
こ

の

變

そ

れ

鼻

に

関

す

る

説

明

は

行

な

わ

れ

て

こ

な

か

つ

た

。

一

九

六

四

年

の

『
遺

産

®

&

た

ち

』

で

注

目

を

集

め

、

一
九
七
〇

年

の

#

生

産

』

に

続

き

、

一

九

七

九

年

の

『
デ

イ

ス

夕

 

ン

ク

シ

オ

ン

』
で

社

会

¥

と

し

て

の

地

位

H

I
た

る

も

の

に

し

た

こ

と

を

考

え

る

と

、
実

に

三

 

あ

ま

り

の

間

、

ブ

ル

デ

ュ

ー

社

会

学

の

妻

は

簾

の

ま

ま

に

さ

れ

て

い

た

こ

と

に

な

る

。
 

一
九
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訳

『
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分

析
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藤

墨

房

、

ニ

◦

一
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年
、

ニ
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罵
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同
有
ニ
七
罵

三

こ

の

こ
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九

八

三

年

に

ブ

ル

デ

ュ
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に
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し

て

イ

ン

タ

ビ

ュ
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を
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つ

た

ハ

イ
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ブ

ロ
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な

ぜ

ブ

ル

デ

ュ

ー

が
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「
カ

ッ

シ

ー

ラ

ー

と

か

バ

シ

ュ

ラ

ー

ル

の

ょ

ぅ

な

、

並

n
l
s
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社

会

i

か

ら

無

視

 

さ

れ

て

い

る0
1
1
^
1
」

を

し

ば

し

ば

#

^

す

る

の

か

を

問

ぅ

て

い

る

こ

と

か

ら
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伺

え
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ブ
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デ

ュ
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藤

蜃

店

、

一
九
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八
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頻

出

表

現

で

あ

る

た

め
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全

て

の

解

を

列

¥

る

わ

け

に

は

い

か

な

い

が

、

例

え

ば

、

同

右

、
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九

八

頁

に

確

認
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き

る
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デ
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デ
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デ
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デ
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三
四
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デ
ュ
ー
社
会
学
に
お
け
る
認
識
論
の
：*

づ
け
を
め
 

ぐ
っ
て
」

P.ブ
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デ
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磯
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デ
ュ
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四
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六
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S
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塵
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ブ
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デ
ュ
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一
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ユ
ー
と
の
违羅
の
対
^
^
^
^
を
探
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n
c
e ef F

§
c

n-.o
n
k
d. d
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範
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蠢
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p
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r
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範
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■
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 c
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蠢
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t d

e

 s
u
b
s
t
a
n
c
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。
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右
、

ニ
四
百

f

別

の

箇

所

で

は

、

「
8

^

^

の
丛麗

学

」
や

「
擊
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き
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一
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蓮
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シ
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を
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す
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^
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摸

与

す

る

こ

と

で

一

貫
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ら

れ
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あ

れ
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^
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貫
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す
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。
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携
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る
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を
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、
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