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一

撃

砂
問
題

桑
　
木
　
嚴
　
翼

・

一

、

二

、

三

、

四

.

歴

史

哲

學

に
面
河
す

る
疑

問

i

歴

史

及

」哲
學

の
概

念

上

の

矛

盾

-

歴

史

的

法

則

に
費

す

ム
疑

-

世

界

史

に
謝

す

る
疑

l
i

解

答

一
1

法

則

と
自

由

-

學

と

形

式

-

三
概

括

と
特

殊

一

目

的

と

無

意

識

疑
惑

と

解

答

と

に
共

通

な

る
假

定

i

超

越

観

と
客

観

説

i

哲

學

と
直

接

経

駿

一

知

識

學

と
形

而

上

學

一
一

知

識

批

評

と
し

て

の
自

然

誓

事

ー
ー

知

識

學

と
し

て
の

歴
史

哲

學

l
l

歴

史

認

識

論

と

歴
史

論

理

學

歴
史
的
事
實
の
理
會
-

史
實
の
研
究
法
一

歴
史
的
事
實
の
構
成
i

歴
史

的
妻

の
盆

性
-

墨

の
位
置
i

歴
轟

の
諸
派
i

壁

釣
書

の

目
的
性

　

へ

歴
史

形
而
よ
學

-

歴
史
知

識
學
の
慣
値

　

歴

史

哲

學

の

問

題

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

一

　

　

　

　

　

一

　

　

　

　

ト
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
書ー
ー
-警
護
ー
ー

　

　

　

'　

ー
ー
ー
…

…

・ミ
　
ォ
尋逢一
毒5負
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壌
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饗

一
蠕
蝿
.増量
ー

雀

羅

ー

ー

ー

趨

黛

螺

歴

史

哲

學

の

問

題

二

魯

　

　
.

＼
…
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凡

て

新

し

い

問

題

を

提

出

し

若

く

は

古

い

問

題

を

新

ら

し

い

形

で

陳

述

す

る

場

合

に

は
、そ

れ

み
＼

特

別

の

言

課

を

要

す

る

こ

と

で

あ

る
。

即

ち

新

ら

し

い

こ

と

に

射

し

て

は

何

故

に

そ

れ

を

述

べ

な

け

れ

ば

な

ら

ぬ

か

と

云

ふ

理

由

を

明

に

し
、古

い

こ

と

に

謝

し

て

は

何

故

に

そ

れ

}

を

新

ら

し

い

形

に

攣

じ

な

け

れ

ば

な

ら

ぬ

か

と

云

ふ

乏

を

示

さ

ね

ば

・

な

ら

ぬ
。

今

歴

史

哲

學

と

云

ふ

芝

は

新

ら

し

く

し

て

同

時

に

古

い

問

題

で

あ

る
、即

ち

我

々

が

主

と

し

て

説

か

う

と

す

る

鮎

は

比

較

的

に

新

し

い

問

題

で

あ

る

ガ
、然

し

之

に

関

聯

し

て

古

い

問

題

も

新

し

い

形

と

な

っ

て

顕

れ

る
、其

故

に

此

事

柄

に

謝

し

て

二

重

に

説

明

.辮

護

を

し

な

け

れ

ば

な

ら

ぬ

必

要

ガ

あ

る

や

う

に

考

へ

ら

れ

る
。
　
然

る

に

通

常

歴

　 　 　 　 　 　 　 　 甘一一　{　_畠　 　 　 　 　 　 　 一　 一　 　 　 　 　 　 噂　λ一　 　 　 　 　 '一一一　　吟　膚蝋　 　 　 酬隅　覗　-　　　魁　癖馬椒　 　 一}　禍　　　蝋　　　　　　一L　 {　画　畷　　地軸悩ピ幽 魂』__



晦

史

哲

學

と

云

ふ

語

を

聞

く

と
、多

く

の

人

は

先

づ

斯

學

問

の

無

用

な

ご

　

　

　

　

　

　

　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

と

を

唱

へ

る
。

濁

り

一
般

の

人

ば

か

り

で

な

く
、歴

史

家

の

中

に

も

さ

　

　

　

　

　

　

へ

う

云

ふ

.考

を

持

っ

て

居

る

も

の

ガ

少

な

く

な

い
。
　
併

し

無

用

若

く

は

有

用

の

直

別

は

凝

る

相

射

的

の

も

の

で
、意

味

の

取

り

様

見

方

の

如

何

に

依

っ

て

は
、何

れ

と

も

な

り

得

る

の

で

あ

る

か

ら
、假

り

に

歴

史

哲

學

が

史

實

研

究

に

必

要

で

な

い

と

云

ふ

議

論

を

唱

へ

る

者

ガ

あ

る

な

ら

ば
、
一
歩

進

ん

で

史

實

研

究

其

物

が

果

し

て

人

生

に

必

要

で

あ

る

か

ぎ

う

か

と

云

ふ

や

5

な

根

本

の

問

題

を

提

出

す

る

こ

と

ガ

出

来

る

で

あ

ら

う
、現

に

哲

學

者

の

方

か

ら

は

さ

う

云

ふ

非

難

を

し

て

居

る

者

も

少

な

く

な

い
。
　

そ

れ

で

此

の

用

無

用

如

何

の

問

題

は

暫

く

差

措

い

て

も

宜

か

ら

う
、無

用

の

用

と

云

ふ

語

も

あ

る
、或

る

場

合

に

無

用

の

観

を

呈

す

る

者

も

後

に

な

れ

ば

非

常

に

必

要

を

生

ず

る

か

も

知

れ

な

い
。

其

　

　

　

　

　

　

…

　

　

　

　

歴
史
哲
學
の
問
題
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　・
三

　

　

　

　

　

　

「

　

　

　

　

」
一
「
ー
レ
;
「

ー

糞
垂
郵
書
ー
垂
垂
　

　

　

　

　

　

　

　

　
ー

ー
葺
叢雲
ー
ー
ー
ー
ー
ー

・
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歴
史
哲
學
の冠
問
題
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四

故

歴

史

哲

學

か

無

用

で

あ

る

か

ら

と

云

ふ

黙

か

ら
、そ

れ

に

封

ず

る

疑

惑

を

提

出

さ

れ

て

も
、別

に

憂

ふ

る

に

足

ら

な

い

ガ
、併

し

そ

れ

よ

り

も

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

ヘ　　　ヘ　　　へ

更

に

困

難

な

る

問

題

は

歴

史

哲

學

が

不

可

能

で

あ

る

と

云

ふ

議

論

で

あ

る
、我

々

は

先

づ

其

鮎

か

ら

難

じ

て

議

論

を

進

め

て

見

た

い

と

思

ふ
。

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

ヘ　　　ヘ

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

ヘ　　　ヘ　　　ヘ

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

ヘ　　　ヘ　　　へ

　

普

通

の

解

繹

に

從

へ

ば

歴

史

哲

學

と

は

先

づ

歴

史

の

哲

學

的

原

理

　

　

　

　

ヘ　　　ヘ
　　　ヘ　　　ヘ　　　ヘ　　　ヘ
　　　ヘ　　　へ

若

し

く

は

歴

史

の

哲

學

的

解

繹

の

意

味

で

あ

る
。

第

一

の

意

味

に

從

へ

ば

、歴

史

哲

學

は

歴

史

的

事

實

に

關

す

る

一
般

の

法

則

を

襲

、見

し

て
、

出

来

る

な

ら

ば

至

高

普

遍

の

原

理

を

組

立

て

る

と

云

ふ

こ

と

に

あ

る
、

第

二

の

意

味

に

從

ふ

な

ら

ば

、歴

史

哲

學
・
は

普

通

の

歴

史

家

の

編

述

し

た

　歴

史

上

の

事

實

に

基

い

て

其

の

連

絡

を

探

り

、其

間

に

存

在

し

て

居

る

意

味

目

的

を

探

っ

て
、世

界

古

今

の

歴

史

を

一

質

的

に

説

明

を

し

や
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一
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ヘ

ケ

と

試

み

る

の

で

あ

る
。

前

者

の

解

繹

に

從

へ

ば

、歴

史

は

一
種

の

魁

へ
　
　
　へ

會

學

の

や

う

な

も

.の

に

な

る
、後

者

の

解

繹

に

從

へ

ば
、歴

史

は

一

種

の

ヘ
　
　
　ヘ
　
　
　へ

世

界

史

の

や

う

に

な

る
。
　

所

が

此

二

つ

の

解

繹

に

謝

し

て

は

そ

れ

/

y

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

ヘ
　　
ヘ
　　
へ

疑

惑

が

起

っ

て

來

一る
。

元

来

一

見

す

る

と

歴

史

と

哲

學

と

は

矛

盾

の

ヘ
　
　
　へ

概

念

の

や

う

に

思

ほ

れ

る
。

歴

史

と

言

へ

ば

攣

動

雑

多

の

も

の

で

あ

る
、哲

學

と

言

へ

ば

純

一

不

易

の

も

の

の

や

う

に

考

へ

ら

れ

る
。

此

全

く

矛

盾

し

た

概

倉

が

ど

う

し

て

一

に

合

す

る

こ

と

か

出

来

る

か
、此

根

本

的

の

疑

問

が

全

っ

て

来

る
。

　

ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
へ
　
　

　

第

一

に

歴

史

②

す

乙

が

出

來

や

う

紬

此

の

歴

史

の

題

目

　

　

　

　

歴

史
哲
學

分
述

べ
た

歴

史

哲

學

の
解

繹

に

謝

し

て

共

に

當

　嵌
ま

ヘ
　
　
　へ

法

則

を

探

る

こ

と

に

謝

し

て

は
、次

の

和

ぎ

疑

を

起

　

第

一
に
、歴

史

は

人

間

の

行

爲

の

記

録

で

あ

る

ガ
、

　

　

　

　

ヘ　　　へ

た

る

人

は

自

由

の

意

志

を

持

っ

て

居

る

か

ら
、他

の

問
題
　
　

　
　

　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

五

¶奮
ー

ー

董
一

辱
盈



噛

㌔
　
、

　　　　　　

」

　

　

　

　

歴
史
哲
學
の
問
題
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　六

自

然

物

の

如

く

必

然

の

法

則

に

支

配

せ

ら

れ

て

居

ら

な

い
、是

故

に

自

由

な

る

歴

史

の

世

界

に

法

則

を

尋

ね

る

こ

と

は
、到

底

不

可

能

で

あ

る

と

云

ふ

議

論

に

な

る
。

●次

に

縦

令

假

り

に

何

か

の

方

法

で

法

則

を

作

る

と

云

ふ

こ

と

ガ

出

来

る

と

し

て

も
、其

法

則

ば

歴

史

の

特

色

た

る

時

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

ヘ
　　　へ

代

國

土

の

差

別

を

超

越

し

て
、頗

る

一
般

的

な

形

式

を

取

る

代

り

に
、全

く

内

容

の

な

い

も

の

に

な

っ

て

仕

舞

ふ

か

ら
、他

の

自

然

科

學

の

法

則

の

や

う

に
、種

々

の

説

明

若

く

は

其

他

の

用

に

供

ぜ

ら

れ

る

こ

と

は

な

い

だ

ら

う
、從

て

此

の

如

き

法

則

は

無

意

味

の

も

の

で

あ

る

と

云

ふ

こ

と

か

ら
、此

法

則

を

作

る

學

問

に

謝

し

て

非

難

を

す

る

こ

と

ガ

出

来

る
。

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

ヘ　
　
へ

是

が

第

一

の

解

繹

に

封

ず

る

疑

問

で

あ

る

ガ
、次

に

第

二

の

解

繹

に

謝

し

て

も

又

二

様

の

非

難

の

鮎

ガ

あ

る
、先

づ

世

界

史

な

る

も

の

を

組

立

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

ヘ　　　へ

て

る

た

め

に

は

雑

駁

な

る

歴

史

上

の

事

實

を

概

括

し

て

一

の

系

統

に

.

　 　 一　　　』　 乱 詮議,　賑_㎏加一心 血_ぬ

,
ノ
　

　
験



v難

き

も

編

入

し

な

け

れ

嫁

な

ら

ぬ
。　

併

な

が

ら

斯

の
如

き

概

括

は
、人

の

知

識

が

貧

弱

で

あ

る

欄

は
、却

て

大

膳

に

す

る

こ

と

ガ

出

来

る

か

も

知

れ

ぬ

が
、種

々

の

研

究

が

獲

達

し
、歴

史

上

の
材

料

が

豊

富

に

な

れ

ば

な

る

ほ

ぎ
、特

殊

差

別

の

鮎

が
著

し

く

現

は

れ

て

来

て
、殆

ど
.之

を

概

括

す

る
望

が
な

く

参

薫

る
・

國

の
歴

史

蒔

代

の
歴

史

と

云

ふ

や
う

な

も

の

も
、今

の

所

姶

ど

完

成

す

る

見

込

が

な

い
、況

や

世

界

全

禮

に

通

ず

る

歴

史

の

如

き

も

の

は

全

く

無

意

味

な

空

想

に

過

ぎ

な

い
。
　
是

が

第

一

の

非

難

の

鮎

で

あ

る

が
、次

に

傲

り

に

何

か

の

方

法

で

概

括

す

る

こ

と

ガ

出

来

る

と

假

足

す

る
、従

来

も

多

少

斯

の

如

き

世

界

史

は

現

は

れ

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

へ

"て

居

っ

た

が
、其

場

合

に

は

大

抵

世

界

の

歴

史

的

事

實

に

或

る

意

味

目

へ的

を

假

足

し

て
、世

界

の

古

今

の

撃

墜

は

此

終

局

の

目

的

に

到

達

す

る
'

一

の

段

階

道

中

で

あ

る

と

解

繹

し

て
、此

目

的

に

依

っ

て

雑

駁

な

6

事

　

　

　

　

歴
史
哲
學

の
問
題

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
　
・
　

　

　

　

　

　
七

　

　

　

　

　

　

}

　

　

　

　

　

　

一　
　
　

・　
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.
　

冷

・ド

導

,一
」

　

　

　

　

歴
史
哲
學
の
問
題
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
」、
　
　
　
　
　
　
入

實

を

概

括

し

や

う

と

す

る

も

の

ガ

多

い
。

斯

の

如

く

す

れ

ば
、若

干

必

要

な

る

事

件

だ

け

を

選

ん

で
、他

は

拠

棄

す

れ

ば

宣

い

の

で

あ

る

か

ら
、

比

較

的

容

易

に

概

括

が

出

来

う

か

も

知

れ

な

い

ガ
、併

な

が

ら

此

鮎

に

射

し

て

は

叉

疑

を

懐

く

と

か

出

来

る
、即

ち

歴

史

上

に

果

し

て

目

的

を

立

て

ら

る

ふ

か

ど

う

か

と

云

ふ

こ

と

で

あ

る
。

世

界

の

歴

史

は

唯

偶

然

の

事

愛

と

し

て
、甲

乙

相

継

ぎ

起

っ

て

居

る

も

の

で

あ

ろ
、世

界

は

別

に

神

の

意

匠

に

依

っ

て

生

じ

た

も

の

で

な

い
、叉

人

間

が

輩

,猫

の

力

で

如

何

と

す

る

こ

と

も

出

来

な

い

も

の

で

あ

る

か

ら
、自

ら

色

々

の

原

因

に

依

っ

て

種

々

の

事

攣

が

起

っ

て

居

る

の

で

あ

っ

て
、之

に

目

的

を

認

め

る

と

云

ふ

や

う

な

こ

と

は
、
一
の

哲

學

的

空

想

に

過

ぎ

な

い

と

云

ふ

の

で

あ

る
。
　
丁

度

第

一

の

歴

史

の

法

則

を

否

定

す

る

入

は
、幾

分

か

人

聞

の

自

由

入

間

の

目

的

を

認

め

て
、之

に

重

き

を

置

い

て

説

い

た

ガ
、此



場

合

は

其

反

封

で

人

間

を

全

く

機

械

の
如

く

考

へ
、自

然

物

の
如

く

看

徹

し

て
、共

融

か

ろ

人

間

の

行

爲

或

は

肚

會

の
攣

遷

に

何

等

の

目

的

を

も

認

め

な

い

の

で

あ

る
。

随

っ

て

概

括

を

す

る
中

心

黙

か

な

い

か

ら

と

云

ふ

理

由

で
、世

界

歴

史

の
存

在

を

否

定

し

や

う

と

す

る

の

で

あ

る
。

　

是

が

歴

史

哲

學

の

二

つ

の

意

味

に

封

ず

る
疑

問

で

あ

る

ガ
、此

二

つ

・
の
疑

問

は

そ

れ

匹
＼

別

の

根

接

か

ら

出

て

居

る

の

で

あ

っ

て
、甲

の
疑

が

成

立

つ
場

合

に

は

乙

の
疑
》は

存

在

し

な

い

ψと

に

な

る
。

.即

ち

歴

史

　

　

　

　

　

　

へ

の

法

則

を

疑

ふ

毛

の

は

幾

ら

か

世

界

史

の
存

在

を

認

め

な

け

れ

ば

な

ら

ず
、反

封

に

世

界

の

目

的

を

認

め

な

い

場

合

に

は
、歴

史

の
合

法

性

を

認

め

な

け

れ

ば

な

ら

ぬ

こ

と

に

な

っ
て

来

る

や

う

に

見

え

る
、即

ち

此

二

つ

は
哲

學

で

所

謂

ア

ン

チ

ノ

ミ

ー

を

駕

し

て

居

る
、
一
方

が

立

て

ば

一
方

が

破

れ

る

ぞ

云

ふ

關

係

を

駕

し

て

居

る
。

・
斯

の

如

く

ア

ン

チ

ノ

　

　

　

　

歴
史
哲
墨
の
問
題
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　.,
　
　
　
　
　
　
九

　

　

　

　

　

　

…

　

　

　

　

　

　

…

O
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歴
史
哲
學
の
問
題
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
●
●
　
　
　
　
　
一〇

ミ

ー

を

駕

す

場

合

に

は

何

等

か

其

虜

に

調

和

の

道

ガ

あ

ら

う

と

云

ふ

こ

と

ガ

考

へ

ら

れ

る
、同

時

に

其

各

々

の

定

理

が

即

ち

此

場

合

で

は

雨

.

様

の

疑

惑

が

共

に

絶

封

的

確

實

な

も

の

で

な

い

と

云

ふ

こ

と

を

示

し

て

居

る
。
　
併

し

其

事

は

暫

く

措

て
、吾

々

は

先

づ

此

疑

問

に

射

し

て

一

鷹

難

解

を

試

み

て

見

た

い

と

思

ふ
、而

し

て

又

其

難

解

は

少

し

く

歴

史

及

哲

學

の

概

念

の

中

に

含

ま

れ

て

居

る

意

味

を

分

析

す

れ

ば

容

易

に

・
爲

し

遂

げ

ら

れ

る

こ

と

で

あ

る
。

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

ヘ　　
　へ

　

第

一

に

歴

史

の

法

則

に

封

ず

る

疑

に

就

て
舳先

づ

自

由

の

意

味

を

能

く

調

べ

て

見

る

と
、人

の

自

由

は

決

し

て

法

則

と

矛

盾

し

て

居

ら

な

い

と

云

ふ

こ

と

を

登

見

す

る

こ

と

ガ

出

来

る
。

或

人

は

自

由

を

以

て

全

く

法

則

の

な

い
、俗

に

言

ふ

我

儘

勝

手

と

云

ふ

意

味

に

解

繹

す

る

ガ
、真

正

の

自

由

は

普

通

さ

う

云

ふ

風

に

解

繹

す

る

こ

と

ガ

出

来

な

い
。
　

若

O



し

入

か

時

々

刻

々

何

等

の

順

序

連

絡

も

な

く

行

動

し

て

居

る

な

ら

ば
、

そ

れ

は

唯

各

降

監

の

意

識

を

支

配

す

る

外

力

に

歴

迫

さ

れ

て

居

る

も

の

と

言

は

な

け

れ

ば

な

ら

ぬ
、即

ち

其

人

は

毫

末

も

自

分

自

身

の

作

用

を

駕

す

と

か

出

来

な

い

も

の

で
、全

く

外

物

に

囚

は

れ

て

居

る

も

の

で

あ

る
。
　

か

ム

る

人

は

何

等

の

自

由

を

持

っ

て

居

る

も

の

で

な

い
、之

に

反

し

て

眞

の

自

由

は

其

人

の

行

動

が

一

々

其

人

自

身

の

作

用

と

し

て

生

ず

る

と

云

ふ

場

合

に
、初

め

て

存

在

す

る

も

の

で

な

け

れ

億

な

ち

ぬ
。

其

故

に

其

人

の

精

神

内

に

或

る

法

則

が

行

は

れ

て

居

る

こ

と

を

認

め

て

初

め

て

眞

の

音

曲

と

云

ふ

こ

と

を

説

く

こ

と

ガ

出

来

る

の

で

あ

る
、

心

内

に

何

等

の

法

則

も

な

く
、唯

外

界

の

勢

力

に

屈

従

す

る

の

は

必

然

で

は

な

く

し

て

寧

ろ

偶

然

の

行

爲

で

あ

る
、即

ち

之

を

合

せ

て

言

へ

ば
、

.,自

己

の

法

則

に

從

っ

て

行

動

す

る

の

は

自

己

の

必

然

の

法

則

に

随

つ

　

　

　

.
　
歴
史
哲
皇
の
問
題
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一

1

へ



へ 　～ 　罵

、畿
　

　
り

　

　

　

.
歴
史
哲
學
の
問
題
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　,
　
　
=
一

て

居

る

の

で

あ

っ

て
、同

時

に

前

に

言

っ

た

通

り

自

由

で

あ

る
。

夫

故

に

自

由

と

云

ふ

概

念

は

常

に

必

然

的

法

則

の

概

念

と

り
致

し

得

る

の
ヅ

で

あ

る
、随

っ

て

歴

史

上

の

題

目

た

る

人

間

は

自

由

を

持

っ

て

居

る

が
、

併

な

が

ら

決

し

て

そ

れ

ガ

矯

め

に

法

則

に

合

し

て

居

ら

な

い

と

云

ふ

こ

と

は

出

来

な

い
。
　
即

ち

第

一
の

疑

問

は

誤

ま

っ

た

自

由

の

解

繹

に

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

へ

基

く

も

の

と

言

は

な

け

れ

ば

な

ら

ぬ
。

訳

に

所

謂

歴

史

的

法

則

が

形

へ
　
　
　へ

式

的

で

内

容

が

な

い
と

云

ふ
鮎

か

ら
、歴

史

哲

學

を
非

難

す

る

も

の

に

謝

し

て

は

吾

々

は

斯

う

答

へ
た

い
。
、
総

て

如

何

奪

る

學

問

も

唯

事

實

を

列

星

す

る

も

の

で

は

な

い
、何

等

か

の

法

則

を

装

見

し
、若

く

は

其

事

實

を

適

宜

に

按

排

し

な

け

ば

な

ら

ぬ
、其

結

果

は

決

し

て

事

實

の

直

濡

'

で

は

な

く
、・幾

分

か

つ

玉
實

際

の

車

賃

と

離

れ

て

来

る
。
　
随

っ
て

其

學

問

に

表

は

れ

る

事

實

若

く

は

法

則

は
、何

れ

も

皆

非

實

質

的

即

ち

形

式

。一

謬

　

　

一　 _・　　_～.∴ 。。名越み漕



　

　

　

　

　

　

　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

の

　

　

　

　

　

.二

的

の
性

質

を

灘

乗

る

か
ら
、響

歴

史

上

絵

則

の

つか
を
形

式

と

言

つ

一
で

非

難

す

畜

こ

と

ガ

出

来

な

い
。
　
若

し

假

り

に

歴

史

に
就
'て
若

干

の

法

則

が

登

見

さ

れ

る

な

ら

ば
、假

令

其

法

則

か

頗

る

抽

象

的

の
も

の

で

あ

っ

て

も
・少

し

も

學

問

た

る

に

差

支

は

な

い
、叉

総

て

の

學

問

は

皆

此

程

の
抽

象

的

の

法

則

を

材

料

に

し

て

相
応

の
効

果

を

塞

げ

て

居

る

の

で

あ

る

か

ち
、歴

史

の
抽

象

的

法

則

も

亦

何

か

の

場

合

に

効

能

を

篤

さ

な

い

と

断

言

す

る

こ

と

ガ

出

来

な

い
.

故

に

徒

ら

に
歴

史

の

法

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

へ
む

則

を

無

意

味

で

み

る

と

言

っ

て
、非

難

す

る

こ

ξ

は

當

っ

て

居

ら

な

し

斯

の

如

く

に

し

で
、先

づ
吾

々

は

笙

の
意

味

の
歴

史

折
口
學

の
疑

問

に

謝

し

て

答
二

る
で

が

出

来

る
。

　

家

に

第

二

の

世

界

史

と

し

て

の
歴

史

哲

學

に

封

ず

る
疑

問

に

射

し

て

答

へ
て

見

や

　り
・

笙

の
疑

問

は

概

括

の

困

難

な

る

事

か

ら

世
堺

　
　
　
　

歴
史
璽

の
問
題
　

　

　

　

　

　

　

　

三

　
　
　
　
　
　

}

　

　

　

　

　

　

一
　

　

　

.
　

　

　

　

　

ー

ー
ー
箋
　

・
　

　

　

}

ー
ー
～

ー

ー

ー
ー
ー
ー
ー
翫

　

　

　

一

製
野一

;



..

.痛
梱り

」

・燦

　
、

、
　
　㌧
　
繁

.

.3
　

ξ

毒

　

　

　

!
歴
史
哲
學
の
問
題
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
四

史

の

存

在

に

謝

し

て

獲

せ

ら

れ

る

ム

・と

で

あ

る

ガ
、成

る

程

事

實

が

多

く

登

見

さ

れ

れ

ぽ
、昔

日

の

や

う

に

容

易

に

概

括

を

す

る

こ

と

ガ

出

来

な

い

で

あ

ら

う
、
一
方

に

は

特

殊

事

實

の

穿

繋

を

す

る

も

の

が

益

々

殖

え

て
、其

方

の

事

業

が

益

々

綿

密

に

な

る

べ

き

筈

で

あ

る

ガ
、併

し

一
面

に

は

又

統

一
作

用

も

無

視

す

る

こ

と

ガ

出

來

な

い
。

総

て

の

知

識

は

皆

若

干

の

概

括

を

試

み

る

所

に

存

在

し

て

居

る
、
一
方

に

特

殊

細

密

の

事

實

を

襲

見

す

る

と

共

に
、其

事

實

を

一
般

の

系

統

中

に

編

入

し
、若

し

く

は

従

来

の

系

統

を

改

造

し

て

更

に

大

き

な

も

の

に

す

る

と

云

ふ

所

で
、初

め

て

知

識

若

し

く

は

學

問

の

意

味

が

成

立

つ

の

で

あ

る
。　

唯

細

か

い

事

實

を

探

ぐ

る

こ

と

の

み

か

決

し

て

學

問

で

は

な

い
、而

し

て

又

細

か

い

事

實

を

探

り

盤

す

ま

で

は

、決

し

て

學

問

が

成

立

た

な

い

か

と

云

ふ

と
、そ

れ

は

實

際

の

場

合

に

於

て

反

射

の

讃

擦

に

依

っ

て

直

に

否

・

●



定

さ

れ

る

と

思

ふ
。

成

程

完

全

を

期

す

れ

ば
、総

て

の

事

實

が
悉

く

探

り

書

さ

れ

る

裂

で

は
、何

時

今

ま

で
ρの

論

断

を

顛

覆

す

る

や

う

な

事

柄

が

蚕

児

さ

れ

る

か

も

知

れ

ぬ

か

ら
、軽

卒

に

概

括

を

し

て

絶

動

的

の

原

理

を

組

立

て

る

乏

は

出

来

な

い
ガ
、併

な

が

ら

今

ま

で

獲

取

し

得

た
知

識

に

相

封

的

な

概

括

は

常

に
試

み

る
必

要

ガ

あ

っ

て
、叉

始

終

行

は

れ

て

居

る
、種

亙

の
科

學

は

皆

そ

れ

を

實

行

し

て

居

る
。

成

程

其

概

括

は

磯
物
講
輪
羅
雛
轄
帰
艦
総
髭
避
琳
勢
磯

で

あ

る
。
　

し

て

見

れ

ば

後

の

時

期

に

そ

れ

ガ

愛

車

さ

れ

て

も

少

し

も

悔

ゆ

る

に

足

り

な

い
、即

ち

其

概

括

は

自

分

の

書

す

べ

き

任

務

を

果

し

　

　

　

　

　

　

～　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

%

て

仕

舞

つ

た

か

ぢ

で

あ

る
。
　

要

す

る

に

特

殊

の

研

究

と

概

括

乏

は

常

に
・提

…携

し

て

行

徹

れ

る

と

思

ふ
。
　

此

意

味

か

ら

総

て

の

科

學

の

研

究

　

　

　

　

　

　

…

　

　

　

　

歴
史
哲
畢
の
問
題
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一五

　

　

　

　

　

　

～

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

ー

ー
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…一瞬騨

　

　

　

　

歴
史
哲
學
の
問
題
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　六

が

成

立

つ

と

同

時

に
、科

學

に

謝

し

て

哲

學

が

存

在

の

理

由

を

持

つ

芝

が

出

来

る

の

で

あ

る
。
　
斯

く

見

る

と

歴

史

上

の

事

實

に

は

益

々

新

ら

し

い

嬰

児

を

見

る

乙

で

あ

ら

う

ガ
、併

し

そ

れ

に

も

拘

ら

ず

一
方

に

は

今

ま

で

あ

っ

た

若

干

の

事

實

に

糠

っ

て
、相

射

的

に

確

實

な

概

括

を

し

て
、
一
國

の

国

史

若

く

は

時

代

史

等

を

作

る

も

の

か

な

け

れ

ば

な

ら

ぬ
、

之

と

共

に

又

或

る

時

代

の

全

般

の

知

識

に

相

封

的

な

世

界

の

歴

史

を

作

る

希

望

が

全

く

な

い

と

云

ふ

こ

と

は

出

来

な

い
。
　
夫

故

に

世

界

史

の

概

括

は
、論

者

の

言

ふ

が

如

く

全

く

不

可

能

な

も

の

で

は

な

い

し
、叉

不

必

要

な

も

の

と

も

考

へ

ら

れ

な

い
。
　
斯

く

第

一

の

概

括

の

黙

は

も辮

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

ヘ　　
　へ

じ

る

こ

と

が

出

来

た

が
、突

に

歴

史

に

目

的

あ

り

ゃ

否

や

の

疑

問

に

答

へ

な

け

れ

ば

な

ら

ぬ
。

も

し

世

界

過

程

に

何

か

目

的

が

あ

る

こ

と

と

す

る

と
、此

目

的

に

依

っ

て

既

に

述

べ

た

通

り

の

概

括

を

試

み

る

こ

と

、壌灘

一

調

　

　

濾
　 色砂誰坤濾 嘘託臨　　惑4　　仙_潔 旋

、



ガ

出

來

る

や

う

で

あ

る

が
、併

し

此

目

的

の

存

在

に

射

し

て

根

本

的

に

疑

惑

を

呈

す

る

壱

の

が

あ

る
。

成

程

人

間

の

喜

憂

を

一
面

か

ら

見

れ

ば
、唯

偶

然

事

攣

の

連

続

の

如

く

に

し

か

な

ら

ぬ

か
、併

し

又

見

方

を

攣

へ

て

考

へ

て

見

る

と
、先

づ

個

々

の

人

間

の

個

々

の

行

徳

と

云

ふ

も

の

ガ
、何

れ

る

皆

直

接

間

接

の

或

る

目

的

を

持

っ

て

居

る

乙

は

護

れ

も

認

め

な

け

れ

ば

な

ら

ぬ
。
　
然

ら

ば

其

行

爲

の

統

一
禮

に

射

し

て

も

即

ち
、

人

生

全

禮

の

行

爲

に

射

し

て

も
、何

か

或

る

目

的

を

認

め

る

と

云

ふ

と

は

必

ず

し

も

出

来

な

い

芝

で

は

な

い
。

尤

も

値

入

の

目

的

を

認

め

る

こ

と

は

出

来

る

が
、併

し

人

間

の

集

合

禮

に

勒

し

て

は

目

的

を

立

て

る

こ

乏

が

出

来

な

い
、と

云

ふ

や

う

な

疑

問

が

起

り

易

い
、即

ち

個

々

の

人

人

は

そ

れ

ハ
＼

意

識

的

の

存

在

物

で

あ

る
、從

て

一

の

統

]

禮

と

な

る

が
、併

し

人

類

の

團

禮

は

果

し

て

同

じ

や

う

な

意

味

で

意

識

的

と

云

ふ

　

　

　

　

歴
史
哲
學
の
問
題
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
七



　

　

　

　

歴
史
哲
學
め

問
題
　
　
　
　
　
　
,　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

一入

こ

ξ

が

言

へ

る

か

ど

う

か

と

云

ふ

こ

と

は

疑

問

で

あ

る
。
　

之

に

射

し

て

或

は

肚

會

意

志

と

云

ふ

や

う

な

も

の

を

説

い

た

り
、或

は

集

合

意

志

と

云

ふ

や

う

な

も

の

を

認

め

た

り

す

る

考

方

も

あ

ら

う

ガ
、何

れ

に

せ

よ
、團

盤

の

意

志

は

個

人

の

意

志

に

比

べ

れ

ば

意

識

的

の

性

質

が

絶

無

で

な

ぐ

て

も
、僅

少

で

あ

る

と

言

は

な

け

れ

ば

な

ら

ぬ
。

併

な

か

ら

假

り

に

殆

ど

絶

無

と

見

倣

し

て

も
、
そ

れ

で

も

そ

れ

ガ

爲

め

に

團

禮

の

所

業

に

或

る

目

的

を

立

て

る

と

云

ふ

こ

と

は

不

可

能

で

な

い
。

普

通

無

機

物

に

射

し

て

は
、目

的

の

存

在

を

認

め

る

人

は

少

な

い

ガ
、併

し

有

機

物

即

ち

動

植

物

の

獲

生
、官

能

等

に

射

し

て

は
、無

意

識

的

の

目

的

性

を

認

め

な

け

れ

ば

説

明

が

出

来

な

い

場

合

が

多

噸い
。

動

物

の

本

能

か

或

る

目

的

を

明

か

に

持

っ

て

居

る

と

云

ふ

こ

と

は

出

来

な

い

が
、併

し

臼

ら

或

る

目

的

に

適

ふ

や

う

な

状

態

に

な

っ

て

居

る

と

云

ふ

こ

と

は

事

」



　

　

　

　

　

　

㎝

實

上

野

ふ

こ

と

が

出

来

な

い
。
　

さ

う

し

て

見

れ

ば

肚

會

即

ち

人

間

の

集

合

膿

に

謝

し

て

も
、た

と

ひ

意

識

的

の

目

的

か

な

い

と

し

て

も
、爾

ほ

無

意

識

的

若

し

ぐ

は

微

小

意

識

的

の

目

的

を

許

す

こ

と

ガ

出

来

る

で

あ

ぢ

う
。
　
ざ

う

ボ

れ

ば

宗

敏

上

若

し

く

は

哲

學

上

の

或

る

特

別

の

假

定

に

依

り

な

い

で

も
、普

通

の

或

は

極

端

な

唯

物

論

者

の

立

脚

地

か

ら

し

て

も
、世

界

史

に

或

る

目

的

を

認

め

て

行

く

こ

と

は
、必

ず

し

も

困

難

で

は

な

い
。
・
随

ケ

て

世

界

の

歴

史

は

世

界

の

審

判

で

あ

る

と

云

ふ

や

5

な

定

言

も

無

意

味

の

こ

と

で

は

な

く
、古

今

の

喜

憂

は

或

る

原

理

或

る

目

的

に

依

づ

πて

統

一
さ

れ
、概

括

さ

れ

て

行

く

こ

と

ガ

出

来

る

と

言

っ

て

も

差

支

φ

る

ま

い
。

　

　

　

　

　

　

㎝　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、

一

期

の

如

く
、要

す

る

に

是

等

の

疑

問

は
、歴

史

及

哲

學

の

雨

概

念

の

分

も
　
　
ヘ
　
　

ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

,析

が

不

完

全

な

る

た

め

に
、徒

ら

に

矛

盾

を

認

め

て

其

合

一
を

.説

く

こ

　

　

　

・
　
歴

史
哲
學

の
問
題

　
　

　

　

　
　
　
.
　

　

　
　

　

　
　

　

　

　
一九
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'
2

　

　

、
.
歴
史
哲
學
の
問
題
　
　
　
　
　
　
　
　
　
'　
　
　
　
　
　
　
　

二
〇

と

か

出

来

な

い

の

に

よ

る

も

の

と

言

は

な

け

れ

な

ら

ぬ
。
↑
即

ち

泓

口

に

言

,
へ

ば

歴

史

上

の

意

志

自

由

は
、必

ず

し

も

哲

學

若

し

く

は

科

學

Φ

求

む

る

合

法

性

と

反

封

で

な

く
、叉

歴

史

的

事

實

の

特

殊

性

無

意

識

悔

は
、哲

學

的

概

括

の

普

遍

性

目

的

性

と

並

馳

し

得

べ

き

も

の

で

あ

る

と
・

思

ふ
。
　
即

ち

歴

史

哲

學

を

何

れ

の

意

味

に

解

繹

し

て

見

て

も

、必

ず

し

も

其

成

立

を

説

く

こ

と

は

困

難

で

は

な

い
。

一
剛

.
併

な

か

ら

以

上

述

べ
た

疑

惑

と

解

答

と

に

は

共

に

キ

癒

⑳

伽

懸

ガ

あ

る
、而

し

て

其

仮

定

は

共

に

終

極

の

分

析

に

達

し

て

居

ら

な

い

か

ら

随

っ

て

以

上

の
疑

惑

も

誤

で
、叉

そ

れ

に

封

ず

る
解

繹

も

絶

対

的

に

眞

實

の

も

の

と

認

め

る

こ

と

ガ

出

来

な

い

こ

と

に

な

る
。

疑

惑

が
既

に

誠 レム



、

、

◎

誤

っ

て

居

る
、或

は
}寧

ろ

浅

薄

と

言

っ

て

よ

か

ろ

う
、其

故

に

解

答

も

亦

誤

う

尤

或

は

分

析

不

完

全

な

立

脚

地

か

ら

説

か

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

や

う

に

な

っ

て

居

る
。
　
所

謂

牡

山

羊

を

搾

乳

す

る

者

ガ

あ

る

と

箕

を

-

以

て

之

を

受

け

や
・
う

と

す

る

者

が

あ

る

の

類

で

あ

る
。

吾

々

は

も

っ

と

根

本

的

の

疑

惑

を

掲

げ
、も

っ

と

根

本

的

の

解

答

を

す

る

こ

と

を

試

み

て

見

た

い

と

思

ふ
、同

時

に

歴

史

哲

學

の

意

味

を

以

上

述

べ

た

こ

と

の

外

に

求

め

て

行

き

た

い

と

思

ふ
。

.
即

ち

以

上

の

意

味

の

歴

史

哲

學

　

　

　

　

ヘ
　
へ
　
あ
　

は

割

合

に

古

い

澗

へ
　
　
　ヘ
　
　
　へ

臭

哲

學

を

提

供

し

あ

る

か

と

云

ふ

に

識

と

其

対

象

と

を

上

に

述

べ
た

所

で

　

　

　

　
歴
史
哲
學

●

ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　ヘ
　
　
　ヘ
　
　
　ヘ
　
　
　ヘ
　
　
　ヘ
　
　
　ヘ
　
　
　ヘ
　
　
　へ

題

で

あ

る

ガ
、吾

々

は

も

っ

と

新

ら

し

い

意

味

の

歴

て

見

た

い

と

思

ふ
。
　

然

ら

ば

何

か

共

通

の

假

定

で

、是

等

の

疑

惑

も

解

答

も

共

に
、哲

學

と

歴

史

或

は

知

　

　

ヘ　　　ヘ　　　ヘ　　　ヘ　　　ヘ　　　ヘ　　　ヘ　　　へ

共

に

客

観

的

超

越

的

實

在

と

見

倣

す

こ

と

で

あ

る
。

法

則

と

か

概

括

と

か

云

ふ

ご

乏

は

一

の

哲

學

的

知

の

問
題
　
　
　

　
　

　
　
　

　
噛　
　
　

　
　

　
　
　

　

一=



舜

㌧噌

e
跡
ノ　

監　

　

識

,

戸
暑、",

讐

.
盤

,

一
、,

　

　

　

　

歴
史
哲
學
分
問
題
　
　
　
　
　
　
　.　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

二
二
　
　
　
　
、

識

で

あ

る
、自

由

と

か

目

的

と

か

言

ふ

ご

乏

は

哲

學

的

知

識

の

対

象

で

あ

る
。

所

が

今

ま

で

は

是

等

の

病

者

を

共

に

客

観

的

の

意

味

に

解

繹

し

て

居

っ

た
、随

っ

て

彼

等

の

認

め

て

居

る

歴

史

は
、純

粋

の

客

観

的

事

實

の

記

述

で

な

け

れ

ば

な

ら

ぬ
、又

彼

等

の

思

っ

て

居

る

所

の

哲

學

は

超

越

的

知

識

で

あ

る

所

の

形

而

上

學

で

あ

る
、即

ち

二

つ

の

客

観

的

の
、

全

く

関

係

の

な

い
、歴

史

と

云

ふ

対

象

と

哲

學

と

云

ふ

知

識

と

ガ

歴

史

哲

學

と

云

ふ

概

念

で

以

て

合

一
す

る

こ

と

に

な

る

の

で

あ

る
。

如

何

し

て

斯

の

如

き

無

關

係

の

も

の

ガ

合

一
す

る

こ

と

ガ

出

来

や

う

か
㍉其

合

一

の

歴

史

哲

學

は

今

ま

で

の

説

明

あ

る

に

拘

ら

ず
、依

然

奇

蹟

で

あ

る

と

言

は

な

け

れ

ば

な

ら

ぬ
。
　
其

故

に

吾

々

は

此

新

ら

し

い

問

題

を

解

繹

す

る

た

め

に
、考

察

の

方

法

態

度

を

愛

更

し

な

け

れ

ば

な

ら

ぬ

こ

み

に

な

っ

て

來
・
た
、即

ち

先

づ

哲

學

の

意

味

を

新

た

仁

研

究

も

て
、
そ

れ



か

ら

解

繹

の

端

緒

を

求
.め

て

見

や
う
。

今

ま

で

の
解

繹

に

よ

れ

ば

哲

'

學

は
形

而

上

學

で

あ

っ
た
、即

ち

哲

學

は

超

越

的

實

在

の

學

問

で

あ

っ

た

。
4
併

し

斯

の

如

き

實

在

即

ち

主

観

に

関

係

の

な

い
客

観

と

云

ふ

も

の

は
、決

し

て

直

接

に

與

へ

ら

れ

る

も

の

で

な

い
。

或

は

漸

次

知

識

の
.
塾

襲

達

の

上

で

斯

の

如

く

超

越

禮

を

假

定

す
一
る

必

要

ガ

あ

る

場

合

が

あ

る

か

も

知

れ

な

い

ガ
、初

め

か

ら

斯

の

如

き

實

在

を

認

め

て

行

く

こ

と

　

　

　

　

　

　

　

　

　

ヘ
　　
ヘ
　　
ヘ
　　
ヘ
　
　
ヘ
レ　
ヘ　
　
ヘ　
　
ヘ
　　
ヘ
　　
へ

は

出

来

な

い
。

吾

々

に

直

接

に

與

へ

ら

れ

る

も

の

は

何

れ

も

皆

主

観

に

關
…
係

の

あ

る

も

の

で

あ

る
、即

ち

意

識

内

の

事

攣

で

な

け

れ

ば

な

ら

ぬ

,
　
意

識

を

超

毯

し

普

通

の

経

験

の

範

囲

を

超

越

し

た

世

界

は

決

し

て

初

め

か

ら

假

定

を
・す

る

こ

と

ガ

出

来

な

い
、或

は

結

局

さ

う

云

ふ

状

態

に

達

す

る

こ

考

が

出

來

な

い

か

も

知

れ

な

い

の

で

あ

る

ガ
、斯

の

如

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

ゆ　　　　
　　　
　　　　
　　　
　　　　
　　　
　　
ヘ　　　ヘ　　
へ

き

超

越

禮

を

假

足

し

て

行

く

態

度

は
、
一
般

に

濁

断

的

と

名

け

ら

れ

て

　
　
　
　

簑

量

の
麗

　

　

　

　

　

　

　

二三

　

　

　

　

　

　

　

}
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3ー
ー
ー
ー
書　
　
　
　
　
　
　
ー
ー
ー
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一

・,
一
遷

」

　

　

　

　
歴
史
哲
學
の
問
題
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
四

居

る
。
　
通

常

哲

學

を

定

義

し

て

原

理

の

學

で

み

る

と

言

っ

た

り
、或

は

衝

撃

は

絶

封

の

學

な

り

と

云

ふ

や

う

な

こ

と

を

言

っ

て

居

る
。

此

場

合

に

於

け

る

原

理

と

か

絶

対

と

云

ふ

こ

と

は

往

々

に

し

て

斯

の

如

き

超

越

的

の

意

味

を

持

っ

て

居

る

も

の

と

考

へ

ら

れ

る

が
、今

日

の

哲

學

の

解

繹

で

は
、斯

の

如

き

も

の

は

次

第

に

認

め

ら

れ

な

く

な

っ

て

来

て

居

る
。
　
哲

學

の

出

登

鮎

は

結

局

意

識

内

の

直

接

経

験

に

外

な

ら

な

い
、

而

し

て

純

粋

の

経

験

は

本

来

主

観

客

観

の

無

差

別

の

も

の

で

あ

る

ガ
、

併

な

か

ら

人

々

の

意

識

が

蛮

達

す

る

と

共

に
、此

無

差

別

な

る

有

り

の

儘

の

経

験

に

難

し

で

反

省

を

加

へ

て
、真

中

か

ら

主

観

客

観

の

雨

要

素

.

を

分

析

し

て

行

く

の

で

あ

る
。
　
今

日

普

通

に

此

両

者

は

全

く

知

識

上

分

れ

た

も

の

の

や

う

に

看

徹

し

て

居

る

ガ
、併

し

元

来

が

此

二

つ

は

渾

然

た

る

一
禮

と

な

っ

て

経

験

を

組

立

て

、

居

る

も

の

で

あ

る
、而

し

て



0

此

経

験

以

外

に

は

何

等

の

知

識

の

対

象

も

な

い
。
　

そ

れ

で

哲

學

の

任

務

は

先

づ

此

分

れ

た

主

観

客

観

の

二

要

素

を

統

一
し

て
、分

析

の

結

果

と

し

て

生

じ

た

る

複

雑

な

る

経

験

を

整

理

す

る

こ

と

に

蹄

着

す

る

の

で

あ

る
。

夫

故

に

哲

學

の

問

題

は

先

づ

客

観

と

主

観

と

の

関

係

に

關

　

　

ヘ
　
　
ヘ　
　
ヘ　
　
ヘ　
　
へ

す

る

批

評

的

考

察

で

あ

る
、直

接

純

粋

の

経

験

の

中

か

ら

反

省

作

用

に

依

っ

て

暫

く

分

析

し

た

る

爾

要

素

の

関

係
、即

ち

如

何

に

し

て

主

観

と

客

観

と

か

合

一
す

る

か
、主

観

的

認

識

が

客

観

的

妥

當

性

を

有

し

得

る

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

ヘ　　　ヘ　　　へ

根

擦

は

如

何
、と

云

ふ

こ

と

を

論

ず

る

認

識

論

と

此

認

識

の

成

果

た

る

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

ヘ　　
ヘ　
　
へ

知

識

の

組

織

を

論

ず

る

所

の

論

理

と

の

此

二

つ

の

部

分

に

分

れ

て

来

る
。

換

言

す

れ

ば

元

来

客

観

と

主

観

と

は

一
髄

で

あ

る

ガ
、併

し

思

惟

を

廻

ら

す

こ

と

の

出

来

る

人

間

は
、皆

此

二

つ

を

別

の

も

の

と

認

め

て

居

る
、即

ち

意

識

的

主

観

と

意

識

内

容

と

な

っ

て

居

る

所

の

客

観

即

ち

　

　

　

　

歴
史
哲
學
の
問
題
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　二
五

ノ



.」

も

　

　

　

　

歴
史
哲
學
の
問
題
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　二
六

俗

に

言

ふ

事

物

と

の
、此

二

つ

を

分

別

し

て

考

へ

て

来

る

か

ら
、随

っ

て

此

威

に

新

た

に

問

題

が

起

る

の

は
、ど

う

し

て

吾

々

が

意

識

外

の

客

観

を

意

識

内

に

取

入

れ

て

認

識

す

る

ψと

か

出

来

る

か
、と

云

ふ

ご

と

で

あ

る
。

認

識

は

主

観

的

作

用

で

あ

る
、ど

う

し

て

此

主

観

作

用

が

客

観

に

當

蕨

ま

る

こ

と

が

出

来

る

か

と

云

ふ

こ

と

が

問

題

に

な

る
。
　
若

し

普

通

の

形

而

上

學

者

の

言

ふ

や

う

に
、客

観

は

客

観

で

全

く

純

粋

の

非

主

観

的

の

も

の

で

あ

り
、超

越

的

の

も

の

で

あ

る

と

し

た

な

ら

ば
、到

底

此

問

題

を

解

繹

す

る

こ

と

が

出

来

な

い
、
そ

れ

で

何

か

或

る

理

由

に

擦

っ

て
、例

へ

ば

経

験

の

根

本

に

湖

れ

ば

本

來
・
主

観

客

観

の

別

か

な

い

も

の

で

あ

る

と

云

ふ

や

う

な

理

由

に

基

い

て
、主

観

と

客

観

と

の

合

一
を

説

明

し

な

け

れ

ば

な

ら

ぬ
、比

熱

を

論

ず

る

の

が

即

ち

認

識

論

で

あ

っ

て
、

其

認

識

の

組

織

を

論

じ
、種

々

の

知

識

の

債

値

を

定

め

る

の

ガ

論

理

學

顧 ㌦ 縞 幽 幽_



0

で

あ

る
。

是

が

詰

り

哲

學

の

第

一

の

問

題

で

あ

る

が
、之

を

総

構

し

て

ヘ
　
　
　ヘ
　
　
　へ

知

識

學

と

言

ひ
、此

考

察

か

ら

初

め

て

行

く

所

の
哲

學

討

究

の
態

度

を

へ
　
　
ゐ
　
　

へ

批

評

的

と

稔

し

て

居

る
。
　
我

々

は

之

に

よ

っ

て
我

々

の
有

っ

て

居

乃

客

観

的

知

識

の
確

實

な

る

こ

と

を

論

議

す

る
、而

し

て

斯

う

云

ふ

研

究

か
ち

段

々

と

進

ん

で

行

っ

て
、塗

に

客

観

的

實

在

其

物

に

翻

す

る

研

究

　

　

ヘ　　ヘ　　ヘ　　へ

即

ち

形

而

上

學

を

組

織

す

る

こ

と

が

出

来

る

か

も

知

れ

な

い

か
、併

な

が

ら

其

形

而

上

學

は

昔

か

ら

言

ふ

形

而

上

學

の

如

く
、全

然

超

越

的

な
、

純

粋

の
客

観

的

實

在

の

學

問

で

は

な

い
、何

等

か

主

観

的

の

性

質

を

含

ん

で

居

る
客

観
、何

等

か

の
方

法

で

超

越

的

に

な

っ

た

實

在

の

學

問

と

な

ら

な

け

れ

ば

な

ら

ぬ
。

均

し

く

之

を

形

而

上

學

と

云

ふ
名

で
呼

ぶ

ガ
、併

な

か

ら

其

形

而

上

學

は

既

に

述

べ

た

如

き

濁

断

的

の

も

の

で

な

く

る

て

批

評

的

の

も

め

で

あ

る
、即

ち

其

基

礎

が

既

に

前

に

述

べ

た

知

　

　

　

　

歴
史
哲
學
の
問
題
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
七
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」

　

　

　

　

　

　
　
　

の
　
　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

ニ
ス

識

學

に

存

在

し

て
居

る

も

の

で

あ

る
.

其

故

に

哲

學

募

れ

て

知

識

學

及

形

而

上

學

と

な

る

の

で

あ

る

ガ
、併

な

が

ら

先

づ

形

而

上

學

を

説

　
煮

ま

で

に
、知

識

學

に

於

て

論

及

す

べ
き

鮎

が

澤

山

あ

右

の

で

あ

る
Q

　

此

の
如

-

哲

學

を

先

づ
知

識

學

と

解

繹

し

た

な

ら

ば
・哲

學

は

知

識

・

棚

冶

湧

権

妻

論

讃

す

る
も

の
と

な

る

で

あ

ら

叉
換

言

す

れ

ば

.
科

溌

呵
薩

の
論

擦

を

謹

明

す

る
も

の
と

な

る
.

即

ち
哲

學

は
先

づ
知

識

批

評

瞬

謀

れ

る
.

初

め
て

知

識

批

評

の
業

を

明

か

に
述

べ

た

所

の

人

は

カ

ン

ト

で

あ

る

ガ
、カ

ン

ト

は

其

業

に

依

っ

て
・當

時

の

哩
薯

滲

・
非
嘗

勢
力
の
あ
っ
麦

進
歩
し
て
居
脊

総

雰

成

立

可

能

を

謹

明

し

た
.

カ

ン

ト

の

考

へ

る

所

に

擦

る

と
・我

々

は

自

然

を

造

る

も

の

で

あ

る
、五
口
宝

徳

の
自

然

物

と

見

れ

ば

無

論

自

然

界

の

塵

物

で

あ

る

ガ
、併

し

盲

然

を

認

識

し

自

然

に

閲

す

る
科

學

を

。晦 喰2巴
_蕊_



組

織

す

る

と

云

ふ

立

場

か

ら

言

へ

ば
、其

場

合

に

は

認

識

著

た

る

我

々

は

認

識

さ

れ

る

自

然

を

認

識

し

得

る

や

う

な

形

に

組

立

て

玉

行

く

の

で

あ

る
、と

云

ふ

の

は
、認

識

し

得

る

自

然

と

云

ふ

の

は

皆

主

観

的

の

法

則

に

依

っ

て

統

一

せ

ら

れ

て

居

る

も

の

で

あ

っ

て
、此

統

一
以

外

の

自

然

そ

れ

自

身

は

認

識

に

射

し

て

は

何

等

の

關

係

を

持

っ

て

居

ら

な

い
。

換

言

す

れ

ば

主

観

的

の

形

式

に

當

霰

ら

な

い
、物

の

本

禮

は

到

底

主

観

の

認

識

作

用

に

は

這

入

っ

て

楽

な

い
、例

へ

ば

吾

々

の

認

識

は

時

間

空

間

の

範

疇
.に

依

っ

て

形

造

ら

れ

る

ガ
、是

等

の

形

式

に

這

入

ら

な

い

物

其

自

身

は

認

識

さ

れ

る

こ

と

か

な

い
。

其

故

に

認

識

の

対

象

た

る

自

二

然
、即

ち

自

然

科

學

に

所

謂

自

然

は
、主

観

の

作

っ

た

も

の

で

あ

る

と

云

ふ

こ

と

ガ

出

来

る
。

随

っ

て

自

然

科

學

即

ち

自

然

に

關

す

る

法

則

の

総

括

が

成

立

つ

と

云

ふ

こ

と

は
、自

然

界

に

法

則

が

存

在

す

る

故

で

あ

　

　

　

　

歴
史
誓
事
の
問
題
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
九

薦



.,
」

　

　

　

　

歴

史

哲

學

の

問
題

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
　
三
〇

る

と

云

ふ
謬

で

な

く

し

て
、自

然

科

學

は

法

則

に

合

す

る

自

然

の

み

を

論

ず

る

が

故

で

あ

る
、と

云

ふ

こ

と

に

帰

す

る

の

で

あ

る
。
　

カ

ン

ト

は

斯

の

如

く

忙

し

て

従

来

の

哲

學

者

が

言

っ

て

居

っ

た

猫

噺

的

形

而

上

學

乏

し

て

の

自

然

哲

學
、即

ち

自

然

の

本

膿

に

關

す

る

哲

學

に

謝

し

て
、
.

ヘ

　
　
　ヘ

　
　
　
ヘ
　
　
　ヘ
　
　
　ヘ
　
　
　ヘ
　
　
　ヘ

　
　
　ヘ

　
　
　ヘ

　
　
　
ヘ
　
　
　へ

知

識

學

と

し

て

の

自

然

哲

學

の

業

を

始

め

た
。

換

言

す

れ

ば

今

ま

で

の

自

然

哲

學

者

は
、自

然

に

翻

す

る

形

而

上

學

的

原

理

を

襲

見

し

や

う

乏

し

て

居

っ

た

ガ
、カ

ン

ト

は

自

然

哲

學

を

以

て

自

然

科

學

の

批

評

即

ち

自

然

科

學

の

可

能

性

を

論

ず

る

學

問

と

し

た

の

で

あ

る
。

.

　

今

暁

理

を

歴

史

哲

學

に

慮

用

し

て

見

る

こ

と

ガ

出

来

る
、さ

う

す

る

と

初

め

に

述

べ

た

や

う

な

二

つ

の

解

繹

、即

ち

歴

史

の

哲

理

若

も

く

は

哲

學

的

歴

更

は
、共

に

形

而

上

學

と

し

て

の

歴

史

哲

學

で

あ

っ

た

か
、之

　

　

　

　

　

　

　

　

ヘ　
　ヘヨ　
ヘ
　
　ヘ　
　ヘ　
　ヘ
　
　ヘ
　
　ヘ
　
　ヘ
　
　ヘ
　
　へ

に

謝

し

て

全

然

新

な

知

識

學

と

し

て

の

歴

史

哲

學

を

説

く

こ

と

ガ

出

ノ

証 茄 二



来

る

の

み

な

ら

ず

、批

評

的

の

立

脚

地

か

ら

見

た

な

ら

ば

カ

ン

ト

の

言

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

ふ

や

う

に

自

然

は

主

観

の

所

造

で

あ

る

と

言

ひ

得

る

ガ

如

く

、歴

史

的

　

も
　
　
　ヘ
　
　
　ヘ
　
　
　ヘ
　
　
　ヘ
　
　
　ヘ
　
　
　ヘ
　　
　ヘ

へ事

實

も

亦

主

観

の

統

一
に

依

っ

て

初

め

て

史

學

的

知

識

上

の

事

實

と

な

る

べ

き

も

の

で

あ

る

と

言

は

な

け

れ

ば

な

ら

ぬ
。
　
勿

論

歴

史

的

事

實

は

客

観

性

を

持

っ

て

居

る

ガ
、併

な

か

ら

純

粋

の

客

観

的

の

事

實

は

到

底

知

識

と

な

る

こ

と

が

出

来

な

い
、随

っ

て

歴

史

の

學

問

を

組

立

て

る

こ

と

が

出

来

な

い
。
　
歴

史

に

翻

し

て

何

か

の

統

一
を

認

め

丁

度

自

然

に

關

し

て

科

學

を

作

る

や

う

に
、歴

史

車

賃

を

一
め

歴

史

的

知

識

に

組

立

て

る

た

め

に

は
、何

か

真

庭

に

主

観

の

働

か

な

け

れ

ば

な

ら

ぬ
。

併

な

か

ら

軍

純

な

る

主

観

の

知

識

が

決

し

て

歴

史

的

知

識

と

な

ら

な

い

こ

と

は
、恰

も

自

然

に

關

す

る

空

想

が

決

し

て

自

然

科

學

と

な

る

こ

と

が

出

来

6な

い

と

同

じ

こ

と

で

あ

る
、歴

史

哲

學

の

事

實

は

飽

く

ま

で

　

　

　

　

歴
史
哲
學
の
問
題
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
一
　
・

嶺



一

壁

,

　

　

　

　

歴
史
哲
學
の
問
題
.
　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

三
二

客

観

的

で
のあ

る

と

云

ふ

こ

と

は
、自

然

が

客

観

で

あ

る

と

少

し

も

攣

り

は

な

い
。
・
此

客

観

か

ど

う

し

て

主

観

と

關

係

す

る

か
、
一
禮

歴

史

的

知

識

の

性

質

は

ど

う

云

ふ

も

の

で

あ

る

か

と

云

ふ

や

う

な

こ

と

は
、歴

史

事

實

の

眞

僑

を

研

究

し

た

り

或

は

歴

史

編

纂

の

事

業

に

没

頭

す

る

外

に
、
一
個

の

學

問

と

し

て

地

歩

を

占

め

る

こ

と

が

出

来

る

し
、逆

に

史

實

研

究

に

謝

し

て
、何

等

か

貢

献

す

る

所

が

な

い

と

云

ふ

ご

乏

は

出

来

な

い
、是

か

吾

々

の

新

た

な

意

味

の

歴

史

哲

學

と

し

て

提

出

せ

ん

と

す

る

所

で

あ

る
。

　

知

識

學

と

し

て

の

歴

史

哲

學

の

問

題

を

大

別

す

れ

ば
、丁

度

知

識

學

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

ヘ　　　ヘ
　　　ヘ
　　　ヘ　　　へ

が

二

つ

に

分

れ

た

通

り

矢

張

り

二

部

と

な

る
、即

ち
」

は

歴

史

の

認

識

へ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

論

で

あ

っ

て
、
一

は

歴

史

の

論

理

學

で

あ

る
、術

ほ

之

を

細

別

す

る

と

次

、

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

へ

の

如

き

も

の

に

な

る
、而

し

て

之

に

は

其

れ

く

其

の

系

論

と

し

て

方

〆



ρ

ヘ
　
　
へ

、法

論

が

附

随

す

る
。

歴
史
の
認
識
論
史
的
知
識
の
意
義
(可
能
)謡

器

腿

鶴

翼

歴
史
の
論
理
學

史
的
知
識
の
性
質
(儂
値
)
史

的

事

實

の
合

法
性

　
　
　

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　

史
的

事
實

の
目
的
性

合

之

に

就

て

簡
輩

に

説

明

を

し

て

見

や

う
。

◆

一
一
一

　

既

に

前

に

議

論

の

端

緒

を

開

い

た

通

り
、歴

史

的

事

實

は

客

観

的

で

あ

る
、而

し

て

歴

史

的

知

識

は

主

観

の

作

用

で

あ

る

と

し

た

な

ら

ば
、此

両

者

は

如

何

に

し

て

合

一
し

得

る

か
。
　
鼓

に

歴

史

的

知

識

の

意

味

を

明

か

に

し

て
、其

可

能

性

を

説

く

こ

と

の

必

要

が

生

じ

て

来

る

の

で

あ

　

　

　

　

歴
史
哲
學

の
問
題
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
三



■

,
考

べ

　

　

　

　

歴
史
哲
學
の
問
題
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
.
　
　
　
　

三
四
　
　
　
　
　
.～

　

　

　

　

　

ヘ　
　
ヘ　
　
ヘ
　
　ヘ
　
　ヘ
　
　
へ

る
、是

が

即

ち

歴

史

の

認

識

論

の

問

題

で

あ

る
。
」
此

場

合

は

丁

度

自

然

科

學

に

於

け

る

認

識

論

と

天

龍

に

於

て

少

し

も

異

っ

た

こ

と

は

な

い

が
、唯

少

し

異

っ

た

黙

は
、普

通

の

認

識

論

で

は

認

識

の

主

観

と

認

識

の

対

象

と

ガ
、
一
見

し

た
,所

で

性

質

の

異

っ

た

も

の

で

あ

る
、即

ち

認

識

の

主

観

は

精

帥

的

で

あ

る

ガ
、認

識

の

対

象

は

物

質

的

若

し

く

は

少

く

と

も

非

精

帥

的

の

も

の

で

あ

る

と

言

へ

る
、然

る

に

歴

史

の

場

合

に

は

主

観

も

客

観

も

共

に

精

神

的

で

あ

る

こ

と

は
、歴

史

認

識

論

の

問

題

を

初

め

て

明

白

に

提

供

し

た

ジ

ム

メ

ル

が

注

意

し

た

こ

と

で

あ

る
。

斯

の

如

く

主

観

も

客

観

も

同

一
な

精

神

で

あ

る

と

云

ふ

こ

と

は
、却

て

此

主

観

客

観

の

合

一
に

關

す

る

問

題

の

必

要

を
、蔽

ふ

や

う

な

結

果

を

生

じ

て

来

て

居

る

の

で

あ

る

ガ
、併

し

同

じ

精

神

的

作

用

で

も

歴

史

的

事

實

と

な

っ

た

場

合

に

は
、確

か

に

客

観

的

で

あ

る

か

ら
、此

場

合

に

於

け

る

.・」
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＼

主

観

客

観

の

合

一

問

題

は
、他

の

場

合

の

認

識

論

の

時

と

少

し

も

異

っ

た

こ

と

は

な

い
。

　

此

認

識

論

に

謝

し

て

上

に

図

解

し

た

や

う

に
、
二

つ

の

問

題

が

分

れ

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

ヘ　　　へ

て

来

る
ゆ
　
吾

々

は

先

づ

普

通

に

歴

史

的

事

實

を

容

易

に

理

會

し

得

る

と

信

じ

て

居

る

ガ
、此

事

に

翻

し

て

第

一

に

論

究

し

な

け

れ

ば

な

ら

ぬ
。

若

し

歴

史

的

事

實

が

或

る

論

者

の

言

ふ

や

う

に

純

粋

の

客

観

的

で

あ

る

と

し

た

な

ら

ば
、ど

う

し

て

そ

れ

を

認

識

す

る

こ

と

ガ

出

来

や

う

か
、

換

言

す

れ

ば

主

観

的

な

歴

史

的

知

識

ガ
、ど

う

し

て

客

観

的

の

史

實

に

蛍

蛾

ま

る

こ

と

か

出

来

や

う

か
。

純

粋

客

観

的

な

即

ち

超

越

的

な

歴

史

的

事

實

を

認

識

し

得

る

こ

と

ガ

出

来

る

と

思

ふ

の

は
、丁

度

哲

學

で

意

識

の

形

式

を

離

れ

た

物

其

自

身

を
、無

造

作

に

認

識

し

得

る

と

思

ふ

や

う

な

論

者

で

あ

る
。
　
是

に

於

て

客

観

主

義

を

主

張

し

た

ラ

ン

ケ

派

　

　

　

　

歴
史
哲
學

の
問
題
　

　

　

　

　

　

　
■
　

.
　

　

　

　

三
五

一

3
墨
萎
萎
ー
婁

払

ξ
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亭

帽

章

、
,
・

一
」

O

　

　

　

　

歴
史
哲
學
の
問
題

'　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

三
六

は

此

困

難

を

避

け

る

た

め

に
、
一
種

特

別

な

る

認

識

作

用

を

假

足

し

や

う

と

し

て

居

る
、丁

度

哲

學

上

意

識

の

直

覧

に

依

っ

て
、物

の

本

禮

が

分

る

と

考

へ

る

人

ガ

あ

る

通

り
、歴

史

感

な

る

も

の

ガ

あ

っ

て
、是

に

依

っ

て

客

観

的

事

實

を

捕

捉

す

る

こ

と

ガ

出

来

る
、と

云

ふ

や

う

に

論

じ

て

行

く

の

で

あ

る
。

此

論

は

非

常

に

素

朴

的

な

常

識

的

な

論

か
、若

し

く

は

非

常

に

哲

學

的

形

而

上

學

的

の

論

で

あ

る

ガ
、併

し

斯

の

如

き

特

別

な

る

感

量

作

用

を

認

め

る

と

云

ふ

こ

と

は

困

難

で

あ

る
、從

て

純

粋

の

客

観

的

事

實

と

云

ふ

も

の

は
、實

際

に

於

て

到

底

知

識

に

は

な

ら

な

い

と

言

は

な

け

れ

ば

な

ら

ぬ
。
,
無

論

歴

史

家

は

公

平

を

期

せ

な

け

れ

ば

な

ら

ぬ
、随

っ

て

出

来

る

だ

け

自

己

の

偏

見

等

を

去

ら

な

げ

れ

ば

な

ら

ぬ

か
、併

な

が

ら

其

偏

見

を

去

る

と

云

ふ

こ

と

と
、純

粋

の

客

観

を

求

め

る

と

云

ふ

宅

と

と

は
、必

ず

し

も

一
致

し

で

居

ち

な

い
。
　
如

何

に

偏

見

■



,

を

去

っ

て

も

純

粋

の

客

観

が

現

は

れ

る

も

の

で

は

な

い
、同

一
物

で

も

見

様

に

依

っ

て

総

て

攣

っ

て

現

は

れ

て

来

る

ガ
、其

差

別

は

成

る

べ

く

浸

す

る

や

う

に

努

め

る

と

し

た

所

が
、或

る

若

干

の

事

實

を

統

一
し

そ

れ

を

一

の

知

識

に

組

立

て

る

時

に

は
、ど

う

し

て

も

自

己

の

統

一
作

用

が

行

は

れ

て

來

な

け

れ

ば

な

ら

ぬ
、即

ち

其

庭

に

何

か

の

主

観

的

形

式

が

混

入

し

て

来

る
。
　

一
般

の

認

識

論

に

就

て

見

て

も
、今

日

如

何

な

る

人

も

素

朴

實

在

論

を

信

ず

る

者

か

な

い
、そ

れ

に

謝

し

て

必

ず

或

る

意

味

の

主

観

論

客

観

論

を

認

め

て

居

る
。
　
即

ち

吾

々

の

認

識

し

て

居

る

外

物

は

決

し

て

物

其

物

で

な

く

し

て
、吾

々

自

身

の

主

観

的

形

式

に

依

っ

て
、幾

ら

か

鍵

形

し

た

も

の

で

あ

る

と
'認

て

居

る
、換

言

す

れ

ば

吾

々

の

観

念

は

外

物

の

模

窮

で

な

く
、外

物

を

理

會

す

る

に

必

要

な

先

天

的

範

疇

に

依

っ

て

改

造

さ

れ

た

も

の

で

あ

る
。
　
斯

の

如

き

こ

と

は

矢

張

　

　

　

　

歴
史
哲
學
の
問
題
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
七



一
儀
茎
ー
ノ

　

　

　

　

歴
史
哲
學
の
問
題
　
　
　
　
.
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
八
　
・

歴

史

上

の

事

實

に

就

て

言

ひ

得

る

の

で

あ

る

ま

い

か
、即

ち

歴

史

上
、の

事

實

も

純

粋

の

客

観

的

で

は

な

く

し

て
、若

干

の

歴

史

的

範

疇

の

如

き

も

の

に

依

っ

て

攣

形

さ

れ

た

も

の

で

な

け

れ

ば

な

ら

ぬ

の

で

は

あ

る

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

ヘ　
　
ヘ
　　
ヘ
　　
ヘ　　
ヘ　　
へ

ま

い

か
、ジ

ム

メ

ル

は

斯

の

如

き

範

疇

を
「歴

史

的
・先

天

的
」と

名

け

た
。

其

如

何

な

る

も

の

ガ
「歴

史

的
・先

天

的
」
に

な

る

か

は
、歴

史

哲

學

に

於

て

論

究

す

る

問

題

で

あ

る

ガ
、同

時

に

此

歴

史

的

先

天

的

は
、當

然

後

天

的

即

ち

経

験

的

要

素

と

匠

刑

す

べ

き

も

の

で

あ

る

乙

は
、今

此

で

明

言

し

得

る
。
　
随

っ

て

歴

史

家

自

身

の

特

別

な

経

験

か

ら

生

し

た

種

々

の

偏

見

或

は

意

見

等

は
、此

の

史

的

範

疇

と

混

同

し

て

は

な

ら

な

い
。
　

カ

ン

ト

の

哲

學

に

擦

れ

ば
、感

量

や

感

情

等

は

皆

後

天

的

の

も

の

で

あ

る
、之

に

謝

し

て

直

観

の

形

式

即

ち

時

間
、空

間

や

悟

性

の

形

式

即

ち

範

疇

等

は

先

天

的

と

聴

せ

ら

れ

る

ガ
、斯

の

如

き

種

類

の

先

天

的

形

式

を
、吾

々

　 〔　　郁　　　_一断_幽 」
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、

は

叉

歴

史

的

知

識

の

場

合

に

も

求

め

な

け

れ

ば

な

ら

ぬ

と

愚

身
。
　
此

統

一
ガ

あ

っ

て

初

め

て

歴

史

的

知

識

が

成

立

す

る
、然

し

此

形

式

は

全

く

先

天

的
、同

時

に

抽

象

的

で

あ

る

か

ら
、随

っ

て

此

形

式

に

依

っ

て

統

一

さ

れ

た

場

合

に

は
、歴

史

家

の

特

別

な

意

見

の

混

入

し

て

居

る

所

の

所

謂

史

論

の

如

き

も

の

か
、決

し

て

歴

史

上

に

意

義

を

持

つ

も

の

で

な

い
、と

云

ふ

こ

と

を

論

断

す

る

こ

と

か

出

来

る
。

即

ち

我

々

の

論

は

決

し

て

偏

頗

な

歴

史

を

辮

護

し

な

い
、寧

ろ

之

を

排

斥

す

べ

き

根

擦

を

示

し

て

居

る

と

思

ふ
。

今

は

此

史

的

範

疇

等

に

論

人

す

る

邊

は

な

い
ガ
、

試

み

に

此

形

式

に

な

る

も

の

を

塞

げ

た

な

ら

ば
、論

理

的

法

則

、心

理

上

の

一
般

の

法

則
、井

に

法

則

の

所

有

者

即
・ち

歴

史

家

の

人

格

的

統

一
即

ち

自

我

な

ど

ガ

重

も

な

も

の

で

あ

る
、殊

に

自

我

が

即

ち

其

根

本

の

統

一
と

同

じ

も

の

で

あ

ら

う

と

思

ふ
。

尤

も

其

所

謂

経

験

的

後

天

的

要

　

　

　

歴
史
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題
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:

毒
讐遷
遷

一
躍
蓬
3

　

ノ
　
　
　

歴
史
哲
學

の
問
題
　
　
.　

　
　
　

　
　

　
　
　

　
　
　

　
　

四
〇

素

か

ら

猫

立

な

る

べ

き

自

我

は

如

何

な

る

も

の

で

あ

る

か
、と

い

ふ

こ

と

は

、歴

史

哲

學

其

物

に

於

て

詳

し

く

論

じ

な

け

れ

ば

な

ら

ぬ

こ

と

で

あ

っ

て

、遊

に

は

唯

其

一

例

と

し

て

之

を

提

供

し

た

に

過

ぎ

な

い
。

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

へ

　

此

認

識

論

の

問

題

か

ら

系

論

と

し

て

生

ず

る

結

果

は

歴

史

學

の

方

へ
　
　

　へ

法

論

の

こ

と

で

あ

っ

て
、即

ち

歴

史

の

研

究

法

上

史

實

偏

重

に

封

ず

る

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

ヘ　　
ヘ　　
ヘ　
　
ヘ　
　
へ

非

難

を

下

し
、寧

ろ

主

観

的

統

一

即

ち

史

實

の

見

方

に

重

き

を

置

か

な

け

れ

ば

な

ら

ぬ

と

云

ふ

や

う

な

結

論

を

導

き

出

す

こ

と

ガ

出

来

る

で

あ

ら

う
。
　

即

ち

或

る

歴

史

を

編

成

す

る

場

合

に
、史

料

の

完

成

を

待

つ

た

り

或

は

絶

対

的

の

確

實

な

歴

史

を

求

め

た

り
、
し

や

う

と

云

ふ

こ

と

は
、共

に

無

意

味

で

あ

る

と

云

ふ

こ

と

ガ
、方

法

論

上

の

結

論

と

し

て

生

じ

て

來

や

う

と

思

ふ
、蓋

し

歴

史

事

實

は

一
面

主

観

的

た

る

限

り

到

底

相

野

的

だ

る

こ

と

を

免

れ

な

い

か

ら

で

あ

る
。
　

　

　

　

　

○



　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

●

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

ヘ　
　
　へ

　

然

る

に

歴

史

事

實

は

軍

に

理

會

せ

ら

る

ム

の

み

な

ら

ず

又

構

成

せ

ら

れ

な

け

れ

ば

な

ら

ぬ
。
　
歴

史

は

唯

抽

象

で

は

な

い
、井

ン

デ

ル

バ

ン

ド

の

言

っ

た

や

う

に
、
一

の

形

髄

を

備

へ

て

現

は

れ

て

楽

な

け

れ

ば

な

ら

ぬ
、即

ち

直

観

性

を

帯

び

て

楽

な

げ

れ

ば

な

ら

ぬ

の

で

あ

る

か

ら
、歴

史

に

於

て

吾

々

は

断

片

的

な

る

事

實

を

統

一
し

て

理

會

し

て

更

に

之

を

實

際

に

あ

る

和

ぐ

描

出

し

な

け

れ

ば

な

ら

ぬ
。
　
元

来

歴

史

事

實

は

今

述

べ

た

通

り

主

観

の

統

一

に

依

っ

て

生

じ

た

も

の

で

あ

る
、即

ち

換

言

す

れ

ば

歴

史

的

事

實

は

我

の

統

一

に

依

っ

て

作

出

し

て

之

を

外

に

投

射

し

た

も

の

で

あ

る

ガ
、此

の

如

き

史

實

を

吾

々

が

再

び

逆

に

我

の

中

に

投

射

し

て
、恰

も

外

部

に

あ

る

も

の

を

認

め

た

か

の

如

き

感

じ

を

し

な

け

れ

ば

な

ら

ぬ
、實

際

は

内

部

の

主

観

に

依

っ

て

出

来

上

っ

た

も

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

ら

　

　

　

　

歴
史
哲
學
の
問
題
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　四
一



」
一
」

　

　

　

　

歴

史
雷
撃

の
問
わ題

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
　
。
四
二

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

の

で

あ

る

に

拘

ら

ず

、恰

も

外

に

完

全

に

備

は

つ

て

居

る

も

の

で

あ

る

ガ

如

く

認

め

得

な

け

れ

ば

な

ら

な

い
。

即

ち

歴

史

家

は

此

に

空

想

作

用

を

用

ゐ

イし
、生

命

の

な

い

記

録

上

の

歴

史

事

實

を

恰

も

實

際

に

起

っ

て

居

る

如

く

完

全

な

形

に

し

て

現

は

し

出

さ

な

け

れ

ば

な

ら

ぬ
、其

意

味

に

於

て

歴

史

は

正

し

く

一
種

の

藝

術

と

同

じ

も

の

で

あ

る
。

ジ

ム

メ

ル

も

、歴

史

は

一

の

藝

術

で

あ

る

と

言

へ

る

ガ
、
そ

れ

は

歴

史

を

作

る

と

い

ふ

こ

と

其

事

が

藝

術

で

あ

る

と

い

ふ

意

味

で
、歴

史

を

藝

術

的

の

形

で

表

は

す

と

云

ふ

こ

と
、即

ち

美

文

で

編

述

す

る

と

云

ふ

や

う

な

末

の

事

で

は

な

い

と

言

っ

て

居

る
、そ

れ

が

正

し

く

此

趣

意

で

あ

る
。

其

　

　

　

　

　

の　　　
　　　　　　
　　　　　　　
　　　　　　
　　　　　　
　　　　　　
　　
ヘ　
　　ヘ
　　　　　　
　　　　　　　
　　　　　　
　　　　　　
　ヨ

故

に

歴

史

は

唯

理

會

さ

れ

る

の

み

な

ら

ず

再

現

き

れ

て

構

成

さ

れ

な

け

れ

ば

な

ら

ぬ
、其

再

現

の

不

完

全

な

る

場

合

に

は

歴

史

は

唯

史

料

た

る

に

止

ま

っ

て

居

る

。

然

ら

ば

歴

史

事

實

の

再

現

と

は

ど

う

転

ふ

ご



　

と

で

あ

る

か
、叉

藝

術

上

の

再

現

と

如

何

な

る

異

同

ガ

あ

る

か

と

云

ふ

こ

と

を

論

究

し

な

け

れ

ば

な

ら

ぬ
、是

が

歴

史

認

識

論

の

第

二

の

問

題

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

あ　　へ

と

な

っ

て

居

乃

こ

と

で

あ

る
。

此

問

題

の

系

論

と

し

て

方

法

論

上

史

料

と

歴

史

と

の

嘔

別

を

説

き

得

る

こ

と

は

今

既

に

述

べ

た

通

り

で

あ

る

。

の

●

　

以

上

の

論

擦

に

基

い

て

普

通

の

歴

史

形

而

上

學

に

於

て

論

究

せ

ら

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

ヘ　　
ヘ　
　　
　　
　　
　　ヘ　
　
へ

れ

て

居

る

所

の

歴

史

上

の

法

則

並

に

目

的

の

問

題

が

新

た

な

批

評

的

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

ゆ　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ　
　ヘ　
　へ

見

地

か

ら

考

察

せ

ら

れ

る

や

う

に

な

っ

て

来

る
、即

ち

こ

玉

に

古

い

問

へ
　
　
　ヘ
　
　
　ヘ
　
　
　ヘ
　
　
　ヘ
　
　
　へ

題

が

新

し

い

形

で

提

出

さ

れ

る

の

で

あ

る
。

我

々

は

法

則

及

目

的

其

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

、

も

の

を

論

ず

る

に

先

だ

つ

て
、如

何

な

る

意

味

で

歴

史

が

法

則

に

合

し

目

的

を

具

へ

て

居

る

と

言

い

得

る

か

と

云

ふ

ご

◎と

を

定

め

な

け

れ

ば

　

　

　

　

歴
史
哲
學

の
問
題
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
三



●

、
.擁

凄
」

　

　

　

　

雁
皮
溜
遡
の
問
題

　

　

　

　

　

.
　

　

　

　

橿

な

ぢ

ぬ
。
　
卿

ち

之

に

激

っ

て

歴

史

的

知

識

が

知

識

の

系

統

上
、徳

分

知

識

即

ち

法

則

目

的

等

を

説

く

知

識

膿

系

に

謝

し

て

占

め

る

べ

き

班

の

位

置

を

明

か

に

す

る

と

ガ

出

来

る
。
　

即

ち

歴

史

的

知

識

の

組

織

に

欄

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

ヘ　
　　ヘ

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

ヘ　　　ヘ　　　へ

す

る

問

題

で

あ

っ

て
、之

を

論

究

す

る

も

の

を

名

づ

け

て

歴

史

論

理

學

と

云

ふ
、即

ち

歴

史

的

知

識

の

性

質

を

明

か

に

し
.
一
般

的

知

識

に

射

し

て

有

す

る

儂

値

を

示

す

も

の

で

あ

る
。
　
其

問

題

を

分

け

て

上

に

述

べ

　

　

　

ヘ　
　ヘ　
　ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　ヘ　
　へ

た

通

り

合

法

性

の

問

題

と

目

的

性

の

問

題

と

の

こ

に

す

る

こ

と

ガ

出

来

る
。

歴

史

的

法

則

は

果

し

て

自

然

法

則

と

同

一
で

あ

る

か

或

は

異

っ

て

居

る

か
、前

に

述

べ

た

歴

史

的

認

識

論

の

場

合

に
「歴

史

的
・先

天

的
」

と

し

て

認

め

な

け

れ

ば

な

ら

ぬ

と

し

た

所

の

根

本

的

法

則

の

外

に
、諸

種

の

派

生

的

法

則

が

出

来

る

と

し

た

な

ら

ば
、是

等

の

法

則

が

果

し

て

自

然

科

學

上

の

種

々

の

法

則

と

同

一

の

性

質

か

ど

う

で

あ

る

か
、叉

そ

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

9



れ

を

研

究

す

る

方

法

も

同

一

で

あ

る

か

否

と

云

ふ

こ

と

に

関

し

て

の

議

論

が

出

て

来

る
。

此

問

題

に

依

っ

て

同

時

に

歴

史

的

知

識

即

ち

歴

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

へ

史

學

の

學

問

上

の

位

置

を

定

め

る

こ

と

も

出

来

る
。
　
此

鮎

に

於

て

學

へ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

問

分

類

上

の

種

々

の

意

見

が

分

れ

て

居

る
、即

ち

歴

史

學

を

一

の

特

別

な

る

學

問

と

し

て

自

然

科

學

と

匠

刑

し

や

う

と

す

る

派

ガ

あ

る

し
、又

歴

史

學

を

精

神

科

學

の

一
部

分

と

し

て

自

然

科

學

に

対

立

さ

せ

や

う

と

す

る

も

の

も

あ

る
、前

者

は

例

へ

ば

ヰ

ン

デ

ル

バ

ン

ド

の

如

き

も

の

で
、後

者

は

例

へ

ば

ヴ

ン

ト

の

如

き

も

の

で

あ

る
、前

者

に

於

て

は

學

問

の

分

類

上

歴

史

學

の

特

別

な

る

性

質

が

非

常

に

重

大

な

関

係

を

成

し

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

ヘ　　
　ヘ　　
　へ

て

居

る
。
　
之

に

關

聯

し

て

歴

史

學

と

自

然

科

學

と

の

研

究

法

の

問

題

も

生

じ

て

来

る

の

で
、之

に

謝

し

て

自

然

主

義

、心

理

主

義

、論

理

主

義

の

三

派

が

分

れ

て

来

る
。
　
自

然

主

義

の

中

に

も

唯

物

論

派

ガ

あ

る
、歴

史

　

　

　

　

歴
史
誓
事
.の
問
題
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
五



」

　

　

　

　

歴
史
哲
學
の
問
題
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　-　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
六
.

を

経

済

上

の

法

則

に

依

っ

て

説

明

し

や

う

と

試

み

る

マ

ル

ク

ス

の

説

や
、或

は

其

他

氣

候

風

土

等

の

外

囲

に

依

っ

て

一
切

の

歴

史

現

象

を

説

明

し

や

う

と

云

ふ

諸

派

ガ

あ

る
、又

歴

史

の

研

究

法

を

他

の

自

然

科

學

の

研

究

法

と

少

し

も

垣

刑

す

る

必

要

か

な

い

と

考

へ

て

居

る

リ

ー

ル

な

ど

の

意

見

も

あ

る
。

家

に

心

理

.主

義

と

云

ふ

の

は

心

理

上

の

法

則

に

依

っ

て

歴

史

事

實

に

若

干

の

統

一
を

試

み

や

う

と

す

る

も

の

で

あ

る
、ラ

,畠
ブ

レ

ヒ

ト

な

ど

は

其

代

表

者

で

あ

る
。

最

後

に

論

理

主

義

と

名

け

た

の

は

歴

史

學

の

研

究

法

と

歴

史

的

法

則

と

が

他

の

自

然

科

學

'

の

研

究

法

及

自

然

科

學

の

法

則

と

論

理

的

の

性

質

を

異

に

す

る

も

の

で

あ

る

と

考

へ

る

派

で
、即

ち

ヰ

ン

デ

ル

バ

ン

ド
、リ

ッ

ケ

ル

ト

等

の

派

で

あ

る
。
　
是

等

の

問

題

は

方

法

論

の

問

題

と

錯

綜

し

て

歴

史

の

研

究

の

上

に

種

々

の

影

響

を

與

へ

な

け

れ

ば

な

ら

ぬ
、即

ち

自

然

主

義

の

解

＼
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繹

に

依

る

の

と

は

編

成

さ

れ

た

歴

史

の
上

に

非

常

な

相

違

が

出

来

る
。

又

一
切

の

理

論

を

排

斥

し

て

是

等

の

主

義

を

全

く

認

め

な

い
場

合

に

は
、果

し

て

完

全

な

歴

史

が

出

来

る

か

ど

う

で

あ

る

か
、是

も

研

究

す

る

値

が

あ

る
。
・
是

等

の
黙

は

歴

史

論

理

學

の

第

一
の
部

分

が

明

か

に

す

べ
き

問

題

で

あ

る

と

思

ふ
。

　

斯

く

歴

史

的

事

實

に

法

則

を

認

め

る

と

共

に
、其

歴

史

的

事

實

に

も

ヘ
　
　
へ

目

的

の
観

念

を

入

れ

て
輝

輝

す

べ
き

も

の

で

あ

る

か

ど

う

で

あ

る

か

と

云

ふ

こ

と

ガ

歴

史

論

理

學

の
第

二

の

部

分

を

形

成

し

て

行

く
。
　
目

的

を

全

く

超

越

的

の
客

観

的

の

も

の

と

し

た

な

ら

ば

或

は

種

々

の

議

論

も

あ

る

で

あ

ら

う
、併

し

歴

史

的

事

實

其

物

が

主

観

的

統

一
に

依

っ

て

成

っ
て

居

る

も

の

で

あ

る

と

し

た

な

ら

ば
、冥
官

的

は
確

か

に

主

観

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

ヘ
　
　
へ

的

意

味

を

持

っ

て

居

る

も

の

で

な

,け

れ

ば

な

ら

ぬ

、即

ち

人

々

の

債

値

　

　

　

　

歴

史
哲

學

の

問

題
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
七



.
一

遷

ー

ー

冨

　

　

　

　

歴
史
哲
學
の
職
砥
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　四
人

へ
　

ヘ
　

ヘ
　

ヘ
　

ヘ
　

へ
　

み

の

観

念

に

相

野

的

な

も

の

で

な

け

れ

ば

な

ら

ぬ
。

歴

史

的

事

實

に

射

し

て

吾

々
.
は

主

観

的

の

統

一
を

施

す

と

共

に

此

に

取

捨

選

澤

を

施

す
、

其

場

合

に

は

如

何

に

し

イ・
も

事

實

の

評

債

を

す

る

と

云

ふ

こ

と

は

避

け

る

こ

と

ガ

出

来

な

い
、随

っ

て

歴

史

的

事

實

の

債

値

を

論

じ

歴

史

の

終

局

の

目

的

を

何

か

の

意

味

で

論

じ

て

見

る

こ

と

が

必

要

.に

な

っ

て

来

る
。

例

へ

ば

或

る

人

は

之

を

文

化

と

云

ふ

こ

と

に

蹄

着

さ

せ

る

か

も

知

れ

な

い
、さ

す

れ

ば

其

文

化

の

意

味

は

果

し

て

ど

う

云

ふ

こ

と

で

あ

る

か

と

云

ふ

こ

と

に

就

て

種

々

論

究

を

試

み

る

こ

と

ガ

出

来

る

の

で

あ

る
。

此

債

値

目

的

は

決

し

て

狡

い

も

の

で

あ

っ

て

は

な

ら

ぬ
、随

っ

て

歴

史

的

儂

値

或

は

歴

史

的

目

的

の

研

究

は

歴

史

を

偏

狭

な

る

道

徳

主

義

或

は

政

治

主

義

に

依

っ

て

組

織

す

る

こ

と

の

不

可

な

る

こ

と

　

へ
　
　ゐ
　
　
へ

を

方

法

論

上

の

系

論

と

し

て

導

い

て

来

る

と

思

ふ
。倍

然

ら

ば

斯

の

如



き

小

ざ

な

償

値

小

さ

な

目

的

を

排

斥

し

た

後

で

生

ず

べ

き

眞

の

歴

史

的

債

値

は

如

何

な

る

も

の

で

あ

る

か
、債

値

の

再

審

は

論

理

學

で

説

く

　

　

　

　

　

　

　

ヘ　　　へ

9
乙

は

出

来

ぬ

か
、其

要

件

の

何

た

る

か

は

歴

史

論

理

學

の

第

二

問

題

と

し

て

論

じ

て

行

か

な

け

れ

ば

な

ら

ぬ

こ

と

で

あ

ら

う

と

思

ふ
。

四

　

斯

の

如

く

し

て

知

識

學

と

し

て

の

歴

史

哲

學

は

歴

史

哲

學

の

終

局

に

至

っ

て

途

に

債

値

の

観

念

を

件

っ

て

来

た
。
　

個

々

の

償

値

は

個

々

の

事

實

に

就

て

研

究

す

べ

き

も

の

で

あ

る

が
、併

し

若

し

吾

々

が

債

値

　

　

　

　

　

　

ヘ　　
ヘ　　
ヘ　　
ヘ　
　
へ

の

系

統

を

求

め

絶

射

的

債

値

を

定

め

や

う

と

す

る

場

合

に

ば
(無

論

絶

対

は

比

較

的

の

之

と

で

あ

る

が
)其

場

合

に

は

ど

う

し

て

も

一
切

の

事

實

を

概

括

す

る

知

識

に

依

ら

な

け

れ

ば

な

ら

ぬ
。

即

ち

絶

対

的

債

値

●
　

　

　

　

　
.歴

史

哲

學

の

問
題

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
、
　

　
四
九



一
.
占冠講

　
　賦

謙

」一

寺

。
　

　

　

.
歴
更
哲
學
の
問
題
　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

五
Q

若

し

く

は

儂

値

其

物

を

論

ず

る

所

の

學

問

を

求

め

な

け

れ

ば

な

ら

ぬ
、

濁

り

歴

史

の

債

値

ば

か

り

で

な

く

世

界

全

髄

の

慣

値

を

論

ず

る

學

問

に

没

入

し

な

け

.れ

ば

な

ら

ぬ
、即

ち

此

に

終

局

の

實

在

の

問

題

に

這

入

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

ヘ
　　
ヘ

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

ヘ　　　へ

ら

な

け

れ

ば

な

ら

ぬ
、此

問

題

は

即

ち

形

而

上

學

の

取

る

べ

き

任

務

で
,

あ

る

と

し

た

な

ら

ば
、此

に

歴

史

の

知

識

學

に

基

け

る

所

の

歴

史

上

の

形

而

上

學

と

云

ふ

も

の

を

新

た

に

生

ず

る

で

あ

ら

う
。

狡

い

意

味

の

哲

學

即

ち

形

而

上

學

は

井

ン

デ

ル

バ

ン

ド

な

ど

の

解

繹

に

依

れ

ば

普

遍

安

富

的

領

値

の

學

で

あ

る
、然

ら

ば

歴

史

に

騙

し

て

絶

数

的

儂

値

の

一
部

分

を

慮

用

す

る

と

云

ふ

こ

と

は

決

し

て

不

當

な

こ

と

で

は

あ

る

ま

い
、即

ち

是

が

歴

史

哲

學

の

一

の

問

題

と

な

る

だ

ら

う

と

思

ふ
。
　
此

の

如

く

し

て

前

に

言

っ

た

通

り

歴

史

哲

學

は

先

づ

知

識

學

よ

り

始

ま

っ

て

途

に

第

二

の

形

而

上

學

の

部

分

に

入

り
、古

い

學

問

が

新

し

い

形

●

,
.
.、
,
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ヒ

ー

ー
ト

で

現

れ

て

来

る

の

で

あ

る
。

　

併

し

此

形

而

上

學

の

問

題

を

暫

く

問

は

な

い

で

置

い

て

も
、吾

々

は

知

識

學

と

し

て

の

歴

史

哲

學

に

於

て

大

に

論

究

す

べ

き

黙

ガ

あ

る
。

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

ヘ　　　へ

即

ち

此

歴

史

哲

學

は

歴

史

研

究

の

存

在

し

得

る

こ

と

を

謹

明

す

る

と

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

ヘ　　　へ

共

に
、其

正

當

な

る

方

法

の

根

接

を

批

評

す

る

も

の

で

あ

る
、歴

史

が

軍

に

断

片

的

事

實

の

集

合

で

な

い

と

云

ふ

こ

と

を

明

か

に

す

る

も

の

で

あ

る
、歴

史

的

事

實

に

封

ず

る

主

観

的

作

用

の

意

味

を

定

め
、同

時

に

其

制

限

を

明

か

に

す

る

も

の

で

あ

る
。

「歴

史

は

歴

史

以

上

な

り
」と

云

ふ

語

ガ

あ

る

が
西北

パ

ラ

ド

ッ

ク

ス

の

意

味

は

歴

史

哲

學

に

よ

っ

て

歴

史

が

善

通

の

歴

史

以

上

に

な

る

と

云

ふ

・と

で

あ

る
。
　
之

に

依

っ

て

見

れ

ば

歴

史

哲

學

は

個

々

の

歴

史

研

究

に

は

直

接

に

は

無

用

で

あ

る

ガ
、併

な

か

ち

個

々

の

歴

史

研

究

の

終

る

時

若

し

く

は

そ

れ

の

始

ま

る

前

に

.
　

　

　

　

　

　
歴

史

哲

學

の

問

題

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
五

一

=

鋼一

髪

一
`



　

　

　

　

歴

史

哲

學

の
問

題
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　,　
　
五
二

其

基

礎

と

な

ひ

も

の

で
、此

匙

に

於

て

又

一
種

の

實

用

を

な

す

も

の

と

も

見

る

こ

と

ガ

出

来

る

で

あ

ら

う
。
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