
〈
研

究

論

文

４

〉

「
種
の
論
理
」
に
お
け
る
メ
タ
フ
ィ
ジ
ッ
ク
ス

ド
ゥ
ル
ー
ズ
哲
学
か
ら
見
た
田
辺
の
実
践
哲
学
―
―

一
　
は
じ
め
に
―
―
田
辺
哲
学
の
”
メ
タ
フ
ィ
ジ
ッ
ク
ス
”

『
思
想
』
は
、
二
〇
一
二
年
一
月
号
に
「
田
辺
元
の
思
想
―
―
没
後
五
〇

年

を
迎

え
て

」
と

い
う
特

集

を
組

ん
だ
。

し

か

し
、

な
ぜ
今

さ

ら
「
没
後

五
〇
年
」
な
の
か
。
そ
れ
以
前
で
も
、
「
田
辺
哲
学
と
は
何
か
」
あ
る
い

は

『
『
種

の
論

理
』

と

は
何

か
」

と

い
う
問

い
を

検
討

す

る

き
っ

か
け

は

あ

っ
た

は

ず
だ

。
あ

え
て

「
没

後
五

〇

年
」

の
特

集

を
組

む
の

は
奇
異

に

見

え

る
。

何
ら

か
の
作

為
を

感
じ

る

の
は

、
筆
者

だ

け
だ
ろ

う
か

。
ま

た
、

「
種

の
論

理

」
研
究

に

つ

い
て

は
、
敬

し

て
遠

ざ
け

ら

れ
て
き

た
感

も
あ

る
。

こ

こ
に

も
近

代
日

本
哲

学
、

特
に

京
都

学
派

研
究

の
怠

慢

か
偏
向

が
見

て

と

れ

る
。

し
か

も

「
種

の
論
理

」
研

究

で
最

も
遅

れ
て

い
る
の

が
、
科

学

哲

学
的

ア

プ
ロ

ー
チ
で

あ

る
。

下

村
寅

太

郎

は
、
「

田
邊
元

全
集

」

第
二

巻

の
解
説

で
、

田
辺

の
科

学

哲
学
が
「
我
が
国
に
於
け
る
最
初
の
科
学
哲
学
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
我

森
　
村
　
　

修

が
国

の
哲
学

が
始

め
て

哲

学
そ

の
も

の
の
根
源

的
動

機
に
到

達

し
。
純

粋

に
理

論

＝

哲
学

を
創

始

し

た
歴

史

的
意

義

を
も

つ
記

念

碑

的
業

績

で

あ

る
。

こ
れ

は
確
か

に
我

々

の
学
問
史

の

、
否

、
我
々

の
精
神

史

の
事
件

と

い
ふ
べ
き
で
あ
る
」
（
Ｔ
―
二
／
6
6
4
―
6
6
5
）
と
書
い
て
い
た
。
下
村
の
最
大

限

の

賛
辞

に

も
か
か

わ
ら

ず
、
田

辺

の
科
学

哲
学

は
正

当

に
評

価

さ

れ
て

こ
な

か

っ
た
。

こ
れ

も
、
近

代
日

本
哲

学
研

究
の
怠

慢
で

あ
る

と

い
え

よ

う
。と

い
う

の

も
、

田
辺

の
初

期
科

学
哲

学
は

、
当
時

の
自
然

科
学

者
た

ち

か
ら
評

価

さ
れ
て

い
た

か

ら
だ
。

彼

の
科
学

史
研
究

は
、
学
問

的

に
信

頼

の
お
け
る
も
の
だ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
晩
年
の
科
学
の
”
メ
タ
フ
ィ
ジ
ッ

ク
ス
〔
＝
形
而
上
学
〕
”
に
つ
い
て
は
、
当
時
も
今
も
自
然
科
学
者
は
沈

黙

を
守

り
続

け
て

い
る
。
下

村
で

す

ら
、
田

辺
の
後

期
哲
学

を
理

解
し

て

い

る
と

は

い

い
が
た

い
。

た

だ
筆

者

は
、

”
補
助

線

”
と

し
て

ド

ゥ
ル

ー

ズ
哲
学
を
用
い
て
、
”
科
学
の
メ
タ
フ
ィ
ジ
ッ
ク
ス
”
、
就
中
”
「
種
の
論
理
」
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の

メ

タ

フ

ィ

ジ

ッ

ク

ス

”
を

明

ら

か

に

で

き

る

と

考

え

て

い

る

。

そ

れ

は

、

田

辺

哲

学

と

ド

ゥ

ル

ー

ズ

哲

学

を

単

に

比

較

す

る

こ

と

を

意

味

し

な

い

。

筆

者

は

あ

る
仮

説

を

立

て

て

お

り

、

そ

の

仮

説

に

基

づ

い

て

田

辺

哲

学

の

メ

タ

フ

ィ

ジ

ッ

ク

ス

を

と

り

出

し

て

み

た

い

の

で

あ

る
。
そ

の

仮

説

と

は

、

数

学

者

リ

ー

マ

ン

が

「
幾

何

学

の

基

礎

を

な

す

仮

説

に

つ

い

て

」

に

お

い

て

「
多

様

体

」

概

念

に

触

れ

た

こ

と

に

よ

っ

て

、

哲

学

的

な

イ

ン

ス

ピ

レ

ー

シ

ョ

ン

を

受

け

た

哲

学

者

た

ち

が

い

た

と

い
う

仮

説

で

あ

る

。
筆

者

は

、

こ

の

仮

説

の

も

と

に

ぷ

多

様

体

」

概

念

を

め

ぐ

る

異

端

的

系

譜

”

を

跡

づ

け

る
作

業

を

行

っ

て

い

る

。

そ

し

て

筆

者

は

、

田

辺

も

こ

の

系

譜

に

属

す

る
と

考

え

る

。

そ

こ

で

注

目

し

た

い

の

は

、

田

辺

と

ド

ゥ

ル

ー

ズ

が

『
内

包

量

（
ｉ
ｎ
ｔ
ｅ
ｎ
ｓ
ｉ
ｖ
ｅ
　
Ｇ
ｒ
ｏ
s
s
ｅ
）
」
概
念
に
注
目
し
、
コ
ー
ヘ
ン
の
〈
微
分
の
哲
学
〉

へ

と

遡

行

し

、

ラ

イ

プ

ユ

ッ

ツ

の

「
無

限

小

」

概

念

へ

と

導

か

れ

て

い

る

点

で

あ

る

。

ド

ゥ

ル

ー

ズ

に

よ

れ

ば

、

ベ

ル

ク

ソ

ン

に

も

「
多

様

体

」

概

念

が

導

入

さ

れ

て

お

り

、
「
持

続

」

概

念

に

影

響

を

与

え

て

い

る

こ

と

だ

。

ド
ゥ
ル
ー
ズ
も
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
か
ら
『
強
度
＝
内
包
量
（
i
n
t
e
n
s
i
t
e
）
」

概

念

を

摂

取

し

、

哲

学

を

構

築

し

て

い

る

の

で

あ

る

。

し

か

も

田

辺

も

ま

た

「
多

様

体

」

概

念

と

「
持

続

」

概

念

を

重

ね

合

わ

せ

て

理

解

し

て

い

る

こ

と

に

注

意

し

よ

う

。

こ

う

し

て

田

辺

哲

学

は

ド

ゥ

ル

ー

ズ

哲

学

と

交

叉

す

る

の

だ

。

確

か

に

、

異

質

な

哲

学

を

組

み

合

わ

せ

、

接

点

や

交

叉

点

を

見

い
だ

す

こ

と

は

、

筆

者

の
恣

意

的

観

点

に

基

づ

く

解

釈

に

過

ぎ

な

い
。

し

か

し

、

こ

う

し

た

無

謀

と

も

い

え

る

解

釈

に

よ

っ
て

こ

そ

、

新

し

い
田

辺

解

釈

が

も

た

ら

さ

れ

る

と

考

え

て

い

る
。

本
稿
で
は
、
田
辺
が
「
種
の
論
理
」
を

”
メ
タ
数
学
的
・
メ
タ
フ
ィ
ジ

カ
ル
に
（
メ
タ
物
理
学
的
に
)
”
基
礎
づ
け
よ
う
と
し
た
こ
と
を
明
ら
か

に
す

る
。
第
一
に
、
「
種
の
論
理
」

が
連
続
体
と
い
う
数
学
的
構
造
を
持

つ
こ
と
を
指
摘
す
る
。
第
二
に
、
「
種
の
論
理
」
が
力
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム

を
背
景
に
し
て

い
る
こ
と
を
確
認
し
、
第
三
に
、
「
力
学
の
哲
学
」
が
ラ

イ
プ
ユ
ッ
ツ
の
「
内
包
量
」
概
念
と
繋
が
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
。
以

上
か
ら
、
ラ
イ
プ
ユ
ッ
ツ
・
ベ
ル
ク
ソ
ン
・
田
辺
・
ド
ゥ
ル
ー
ズ
が
”
「
多

様
体
」
概
念
を
め
ぐ
る
異
端
的
系
譜
”
に
属
す
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
最

後
に
、
「
種
の
論
理
」
が
新
し
い
社
会
存
在
論
の
可
能
性
を
開
示
す
る
こ

と
を
付
言
す
る
。

二
　
「
個

」

と

「
種

」

と

い
う

「
連

続

体

」

田

辺

は

「
種
の
論

理
」

論
考

と
同
時

期
に

科
学
哲

学
論

文

を
書

い
て

い

る
。
「
数

学

卜
哲
学

ノ
関

係
」
（

一
九
三

四
）
、
「
思

想
史
的

に
見

た

る
数
学

の
発
達
」
（
一
九
三
六
）
、
『
哲
学
と
科
学
と
の
間
』
（
一
九
三
七
）
〔
特
に
、

第
五

論
文

「
量
子

論

の
哲
学

的
意
味

」
（
一

九
三

七
）
、

第

六
論

文

「
古
代

哲

学

の
質

料

概
念

と

現
代

物

理
学
」
（

一
九
三

五

）
〕
、
「
物
理

学

と
哲

学
」

（

一
九

三

七
）

等

で

あ

る
。
こ

れ

ら

が
重
要

な
の

は
、

田

辺
の

科
学

的
思

考

の
な

か
に

、
「
種

の
論
理

」
　へ

と
生
成

す

る
要

素

が
見

て
と

れ

る
か

ら

だ
。「

思

想

史
的

に

見

た

る
数
学

の
発

達
」

で
田

辺

は
、
独

自

の

数
学

史
観

に
基

づ

い
て

、
「
種

の
論

理
」

に

”
メ

タ
フ

ィ
ジ

カ

ル
な
基

礎

づ
け

”

を

与
え
て
い
る
。
田
辺
は
、
古
代
ギ
リ
シ
ア
幾
何
学
を
「
サ
ブ
ス
タ
ン
ス
の
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数

学
」
、
近
世

数
学

を

「
フ
ァ

ン
ク

シ
ョ

ン
の
数

学
」
、形

式

主
義

数
学

（
集

合
論

）

を

「
メ

カ
ニ

ズ
ム

の
数
学

」

と
位

置

づ
け
た

。
こ

の
流

れ

の
な

か

で
、
数
学
は
一
九
世
紀
に
「
連
統
体
（
性
）
の
問
題
」
と
い
う
危
機
を
迎

え

る
。

そ

し
て
、

こ

の

「
連

続
体

（

性
）

の
問

題
」

こ

そ
、
田

辺

が
数
理

哲

学

研

究

か

ら
社

会

哲

学

研

究

へ

と
大

き
く

舵

を
切

る
き

っ
か

け

と

な

っ
た
。

田
辺

は
、
「
社

会
存

在

の
論
理

」
（

一
九

三
四

）
で

、
数

学
基

礎
論

の
観

点

か
ら
連

続

体

の
無

限
性

を
取

り
上

げ

て

い

る
。
「
種

の
論

理

」

と
対

立

す

る
個

の
論

理

は
、
自

ら

を
否
定

す

る
自

由

を
自
己

の
本
質

と

す

る
個
体

存

在

の
論

理

で

あ
る

。
『
個

は
自

己
自

身

の

う
ち

に
有

無
肯

否

の
対

立

を

統

一

す

る
も

の

で
あ

る

か
ら
、

相

対
立

す

る
反

対

方
向

の
統

一

を
含

み

、

一

方

的
限

定

を
一

次
元

と

す

れ

ば
少

な

く
と

も
二

次
元

の
統
一

を
な

す
」

（
Ｔ
―
六
／
1
0
9
）
。
田
辺
に
よ
れ
ば
、
個
と
は
種
を
基
体
と
し
な
が
ら
、
種

を
否
定

し

種
と
対

立

す
る
。

さ
ら
に

、
田

辺
は

、
ま

ず
種

を
一

次
元

的
連

続

体

と

し
て
考

え
た

。
種

と
連

続
す

る
個

も
ま

た
一

次
元
的

で

あ

る
。

し

か
し

個

は
自
由

を
保
持

し

て

い
る

か
ら
、

基
体

と
し

て
の
種

や
、
自

ら

を

も
否
定

す
る
自

由
を

持
つ

こ
と

に
な

る
。

そ

れ
ゆ
え

個
は

、
種

か

ら
独

立

す

る
た

め
に
種

を
否
定

し

、
種

と
対

立

す
る

こ
と

か
ら
、

種
の
連

続

性

を

断

つ
こ

と

が
で

き

る
の
で

あ

る
。

つ
ま
り

個

は
、
種

に
対

し
て
否

定

的
で

あ

る

が

ゆ
え
に

、
二

次
元

的

な

存
在

と

考

え

ら
れ

る
。

こ
う

し

て
個

は
、

肯

定
／

否

定
、

存
在
／

非

存
在

＝
無

と

い
う
対

立
を

二
次
元

的

に
統
一

す

る
存

在

と

い
う
こ
と

が
で

き

る
。
し

か
も

個
は
基

体
で

あ

る
種

を
否

定

し
、

種

か
ら
分

離
対

立
す

る
こ

と
に

よ

っ
て
自

立
的

に
種

か
ら
独

立

す

る
。

し

か
し
個

は
、

種
か

ら
離

れ
て

は
存
在

し
え

な

い
。

な

ぜ
な

ら
、
種

は
個

の

基
体

だ

か

ら
で
あ

る
。

つ
ま

り
、
種

と
個

は
そ

れ

ぞ
れ

一
次
元

的

に
存

在

す
る
連
統

体

で
あ

る

が
、
種

と
矛
盾

・
対

立
を
抱

え
た
個

が
自

発
的

な
自

由

を
持

つ
こ

と
か

ら
、

個
は
基

体

と
し
て

の
種

か
ら
独
立

し

、
種

と
対
立

せ

ざ

る
を
え

な

い
。

そ

れ
ゆ

え
個

と
は
、

矛
盾
を

二
次
元

的

に
統
一

す

る

存

在
と

い
わ

な
け

れ
ば

な
ら

な

い
。

田

辺

は

、
連

続
体

に

お

け

る
個

の
独
立

に

つ

い
て
、
『
今
日

の
直

観

主

義

〔
ブ
ラ

ウ

ワ
ー

の
直

観
主
義

〕

の
数
学
基

礎
論

に
お

い
て
、

一
次
元

連

続

の
要

素

た

る
実
数

が
我

と
汝

の
多

次
元
的

統
一

に
相
当

す

る
ご
と

く

に

解
せ

ら
れ
（

略
）
、

い

わ
ゆ

る
極

限
要

素

は
そ

の
属

す

る
体
系

の
限
定

の

終
末

と
し
て

は
そ
の
体

系

の
有

す
る

と
同

じ
次
元

を
有
し

な

が
ら
、

か
え

っ
て
体

系

の
始
源

た

る
は

そ

れ
の
含

む
多
次
元

性

に
由
来

す

る
よ
う

な

も

の
で

あ

る
。
種

に
対

す

る
個

の
も
つ
意

味

も
か
か

る
も

の
で
な

け
れ

ば

な

ら
ぬ
」
（
Ｔ
―
六
／
1
0
9
）
と
語
っ
て
い
る
。
田
辺
に
よ
れ
ば
、
個
は
一
次
元

的
連

続

の
要

素

と

し
て

存

在

す
る

の
で

な

く
、
「
我

と
汝

の
多

次
元

的

統

一
」

で
あ

る
。
個

が
多

数

集
ま

る
こ

と
に
よ

っ
て
、

連
続

体
と

し
て

の
種

が
成

り
立

つ

の
で

は

な

い
。
個

が
多

次
元

で

あ

る
こ
と

に
よ

っ
て
、

種
と

い
う
連
続

体
も
多

次
元

へ
と
高

め
ら

れ
る

の
で
あ

る
。
個

は
類

・
種

の
要

素
に

過

ぎ
な

い
が
、
具

体

的
に

は
個
体

で

あ
り
、

そ
れ

は
存
在

と
非

存
在

と

の
直
接

統
一

に

ほ
か

な
ら

な

い
。

そ
れ

ゆ
え
個
体

は
、

種

が
体
系

の
一

次
元

で
あ

る

の
に
対

し
て

、

そ
れ
自
身

で
二

次
元

的

で
あ

る
と

い
わ

れ

る

の
で

あ

る
。

だ

か

ら
こ

そ
個

は
、
「
種

の
一

次
元

的
体

系

を
二

次
元

の
契

機
と

し
て

新

し

き
立

場

に
高

め
、

そ

れ
に
新

た

な

る
意
味

を

賦
与

す

る
」



（
i
b
i
d
.
）
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
重
要
な
の
は
、
田
辺
が
、
個
と
種
の
関
係

が
ダ

イ
ナ

ミ

ズ
ム

を
持

つ
こ

と
、

つ
ま
り

個

の
内

的

な
力

の
対

立
・
競

合

を
視
野

に
入

れ
て

い
る

こ
と

だ
。

三
　
「
種

の
論

理

」

に

お

け

る
力

学

的

構

造

―
―
”
メ
タ
フ
ィ
ジ
カ
ル
な
”
基
礎
づ
け

田

辺

は
種

と
個

の
対

立

に
力

学
的

な
力
関

係

を

持

ち
込

み

、
「
種

の
論

理
」

を

”
メ

タ
物
理

学

”

の
領
域

へ
と
移

し

な

が
ら
基
礎

づ
け

る
。
田

辺

に
よ

れ

ば
、
形

式

主
義
数

学

は
、

そ
れ

が

「
メ
カ

ニ

ズ
ム

の
数
学

」
に
留

ま

っ
て

い
る

た

め
に
、

一
次
元

的

な
連
続

体

と
し

て
要

素

の
一
次
元

的

な

系
列

を
形

成

す
る

こ

と
か

ら
、
形

式

的

に
把

握

す

る

こ
と

は
で

き

る

が
、

直

観

主
義

の
よ

う

に
、
〈
個

が
種

の
肯
定

も
否

定

も
可

能
で

あ

る
〉

と

い

う
自

由

選
択

の
可

能
性

を

基
礎

づ
け

る
こ

と

が
で

き

な

い
。

そ

れ

ゆ
え
、

形

式

主
義

は

、
個

の
二

次
元

性
を
考

え

ら
れ

ず
、

二

次
元

的

な
個

に
よ

る

連
続

体

を
捉

え

る
こ
と

が
で

き

な

い
。

そ
れ

ゆ
え
田

辺

に

よ
れ

ば
、
運

動

の
立
場

に
立

つ

「
メ

カ

ニ
ズ

ム
の
数

学

」
で

は

、
複

雑

な
力

の
複

合
・
対

立

を

説
明

す

る
こ

と

は
で

き

な

い
。

だ

か
ら

こ
そ

、「
ダ
イ

ナ
ミ

ズ
ム

の
数
学

」
が
要

請

さ

れ
た

と

い
っ
て

よ

い
。

「
ダ
イ
ナ

ミ

ズ

ム
の
数

学
」

と
し
て

の
直

観

主
義

数
学

は

、
「
或

る
一

方

に

行

か
う

と

す

る
方

向

と
同

時

に
逆

の

方
向

と

が
張

合

っ

て

い

る
」
「
連
続

の
本
質
」
を
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
（
c
f
.
Ｔ
-
六
／
1
3
6
－
1
3
7
）
。
こ
こ
で
田

辺

が

い
う
「
ダ
イ

ナ

ミ
ズ

ム
」
と

は
単

な

る
「
運
動

の
立
場

」
で
は

な
く

、

「
力

の

立
場

」

で

あ

る

こ
と

に
注

意

し
よ

う
。

田

辺

に

よ

れ
ば

、
運
動

の

立

場

は

も

の
の

運

動

を
捉

え

る
際

に
、

一
方

に
動

く

一

重
（
ｅ
ｉｎ
ｆａ
ｃ
ｈ
）

の
見

方
を

取

る
。

た
と

え
反

対
運
動

が
生
じ

て
も
、

逆

の
方
向

の
運
動

と

し
て

一
重

的

に
捉

え
る
。

し
か

し
田

辺

に

よ
れ
ば

、
運
動

の
立
場

で
は
力

を
捉

え

る
こ

と

が
で
き

な

い
。
運
動

の
立
場

は
、
運

動

を
記
述

す
る

の
に

役
立

つ
量

と
し

て

、

ベ
ク
ト

ル

を
考

え
て

い
る
に

過

ぎ
な

い
。

つ
ま

り
、

ベ
ク
ト

ル
は

「
大

き

さ
と
方
向

と
を
統

一

す
る
に
止

ま

る
」

が
、

ベ
ク
ト

ル

で
は
力

の
複
合

や
現
勢

化

さ
れ
な

い
ま
ま

に
留

ま

る
不

可
視

の
力

を
捉

え

る

こ
と

は

で

き
な

い
。

と

こ
ろ

が
力

と
は

、
「
順

逆

と

い
ふ

も
の

が
一

緒
に
な
ら
な
け
れ
ば
考
へ
ら
れ
な
い
」
（
Ｔ
－
五
／
1
3
7
―
1
3
8
）
。
「
力
と
な
る
と
、

ど
う

し

て

も
順

逆

と

い
ふ

も
の

が

一
緒

に

く

つ

つ
か

な

け

れ
ば

な

ら
な

い
」
（
i
b
i
d
.
）
。
そ
し
て
種
と
し
て
の
連
続
体
は
、
「
二
重
の
反
対
の
方
向

の
統

一
』
で

あ
り

、

そ
れ
を
捉

え

る
た
め

に
は

「
ダ

イ
ナ

ミ
ズ

ム
の
力

学

的

統

一
」

が
必
要

に

な
る
。

種
や
個

を
支

え

る
力

は
、

互

い
に
対
立

す

る

た

め

の

「
方
向

」

を
持

つ
だ

け
で

な

く
、
「
量

」

も

持

つ
。

も

ち

ろ
ん
、

方

向

と
大

き

さ
を
持

つ
ベ
ク

ト

ル
で
も

、
力

を
考

え
る

こ
と

は
で

き
る
。

た
だ
田

辺

は
、

ベ
ク
ト

ル
が
一
八
世

紀

の

「
メ
カ

ニ
ズ

ム
の
数
学

」
に
立

つ
限

り
、

運
動

は
捉

え

ら
れ
て

も
、
そ

の
背
後

に
働

く

「
力

の
場
」

を
捉

え
き

る

こ
と

は
で

き
な

い
と
考

え
た
。

さ

ら

に

「
種

の

論
理

と

世
界

図

式

」
（

一

九
三

五

）

以

降
、

田

辺
は

、

種
と

し

て
の
連

続

体
の
根
拠

づ
け
の
た

め
に

、
力
学

的
概

念
を
用

い
な

が

ら

”
メ

タ
フ

ィ
ジ

カ
ル
（

メ
タ
物

理
学
的

）
に
”
基

礎

づ
け
て

い
く
。
「
論

理

の
社
会

存
在

論

的
構
造
」
（
一
九
三

六
）
で
は
、
田

辺

は
「
テ

ン
ソ

ル
量

」

と

い

う
概
念

を
使

っ
て
、
種

の
間

に
働

く

力

の
交
互

作
用

を
説
明

す

る
。

クス「種 の論理」におけ るメタフィジ ヅ7囗



田

辺

に

よ

れ

ば

、
”

メ

タ
数

学

的

な

”
立

場

で

直

観

主

義

数

学

を

用

い

て
「
種

の

論

理

」

を

基

礎

づ

け

て

も

、

種

と

し

て

の

社

会

の

内

部

に

蠢

く

様

々

な

「
力

」

を

捉

え

き

れ

な

い
。

田

辺

に

よ

れ

ば

、

社

会

と

い

う

種

も

自

由

な

個

も

、

自

ら

の

内

部

に

錯

綜

し

た

「
方

向

量

」

を

持

っ

た

「
力

」

を

抱

え

込

み

な

が

ら

、

自

己

否

定

・

他

者

否

定

を

繰

り

返

し

、

二

次

元

化

／

二

重

化

さ

れ

た

力

の

複

合

に

基

づ

い
て

、

離

合

集

散

を
繰

り

返

し

て

い

る

。

そ

し

て

、

社

会

で

生

ず

る

、

個

の

力

と

力

の

絡

み

合

い

に

よ

る

物

理

的
／
身
体
的
（
p
h
y
s
i
c
a
l
）
な
現
象
を
、
”
メ
タ
フ
ィ
ジ
カ
ル
な
”
「
種
の

論

理

」

を

用

い

て

説

明

す

る

こ

と

に

よ

っ

て

、

新

し

い

社

会

存

在

論

を

構

築

す

る

こ

と

こ

そ

、

田

辺

が
試

み

よ

う

と

し

た

こ

と

だ

っ

た

。

そ

の

た

め

に

、
物

理

学

を

超

え

る

”
メ

タ

フ

ィ

ジ

ッ

ク

ス

”

と

し

て

の

「
力

学

哲

学

」

が

必

要

だ

っ

た

。

し

か

も

、
「

種

の

論

理

」

に

基

づ

く

社

会

存

在

論

は

、

個

や

種

の

力

と

力

の

複

合

、

力

と

力

の

対

立

・

矛

盾

や

、

静

止

す

る

現

象

す

ら

も

説

明

す

る
実

践

哲

学

で

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

そ

れ

ゆ

え

、

力

が

方

向

を

持

つ

だ

け

で

な

く

、

力

と

し

て

働

く

量

も

ま

た

重

要

に

な

る

。

そ

の

た

め

に

導

入

さ

れ

た

概

念

が

「

テ

ン

ソ

ル
量

」

だ

っ

た

。

し

か

し

そ

れ

は

、

田

辺

に

と

っ

て

は

”
メ

タ

フ

ィ

ジ

カ

ル

な

”

意

味

を

持

つ

「

物

理

的

量

」

概

念

な

の

で

あ

る
。

田

辺

に

よ

れ

ば

、

社

会

に

存

在

す

る

力

の

働

き

や

静

止

も

、

単

一

的

（
ｅ
ｉｎ
ｆａ
ｃ
ｈ
）
な
「

運

動

」
概

念

で

捉

え

き

れ

ず

、
高

次

方

向

量

と

し

て

の
「

テ

ン

ソ

ル
量

」

が

必

要

に

な

る

。

例

え

ば

「
静

止

」

は

運

動

の

消

滅

と

し

て

理

解

さ

れ

る

べ

き

で

な

く

、

そ

の

背

後

で

力

の

交

互

作

用

の
均

衡

が
維

持

さ

れ

、
「
力

の

場

」

が
広

が

っ

て

い

る

と

考

え

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

常

に

『
極

微

的

仮

想

的

な

る

運

動

の

絶

え

ず

間

断

な

く

無

限

に

生

起

せ

ん

と

し
て
は
抑
圧
せ
ら
れ
る
激
動
の
直
接
統
一
」
（
Ｔ
-
 
六
／
3
1
6
）
が
存
在
し
て

い

る

。

田

辺

に

は

、

”
メ

タ

フ

ィ

ジ

カ

ル

な

”

力

学

的

概

念

を

用

い

て

、

力

の

方

向

量

と

し

て

の

「

テ

ン

ソ

ル

量

」

が

支

配

す

る

力

の

場

と

し

て

の

社

会

と

い

う

場

が

見

え

て

い

る

。

そ

の

田

辺

に

は

、
「

テ

ン

ソ

ル

量

」

と

し
て
「
力
」
の
「
強
度
＝
内
包
量
（
ｉ
ｎ
ｔ
ｅ
ｎ
ｓ
ｉ
ｔ
ｙ
）
」
が
生
ず
る
事
態
を
も

説

明

す

る

「
力

学

哲

学

」

が

必

要

だ

っ

た

。

四
　

「
多

様

体

の

哲

学

」

の

異

端

的

系

譜

－
ラ
イ
プ
エ
ッ
ツ
・
コ
ー
ヘ
ン
・
ベ
ル
ク
ソ
ン
・
ド
ゥ
ル
ー
ズ

そ

も

そ

も

田

辺

に

力

の

「

強

度

＝

内

包

量

」

概

念

を

提

供

し

た

の

は

、

ラ

イ

プ

ニ

ッ

ツ

哲

学

だ

っ

た

。

ラ

イ

プ

ユ

ッ

ツ

の

「
微

分

学

」

は

「
力

の

統

一

を

捉

え

て

」

い

る

。

彼

の

「
真

の

存

在

」

と

は

「

決

し

て

延

長

的

に

広

が

っ

て

い

る

も

の

で

は

な

く

、

自

分

自

身

の

力

で

内

か

ら

発

展

す

る

も

の
」
で
あ
る
（
Ｔ
―
五
／
1
3
8
）
。
田
辺
に
よ
れ
ば
、
「
内
包
的
」
と
は
全
体
（
＝

種

）

が

先

に

あ

っ

て

そ

の

制

限

と

し

て

の

み

部

分

（

＝

個

）

が

考

え

ら

れ

る

。

つ

ま

り

、

ラ

イ

プ

ニ

ッ

ツ

は

連

続

（

＝

種

）

の

要

素

と

し

て

の

微

分

（

＝

個

）
を

考

え

た

。

田

辺

の

理

解

を

助

け

る

よ

う

に

、
下

村

寅

太

郎

は
『

ラ

イ

プ

ユ

ッ

ツ

』

の

な

か

で

『

一

の

内

に

多

を

、

し

か

も

無

限

な

る

多

を

含

む
も
の
、
す
な
わ
ち
性
質
を
も
て
る
一
と
し
て
、
量
的
一
で
な
く
質
的
一

で

な

け

れ

ば

な

ら

ぬ

。

か

く

の

ご

と

き

も

の

が

単

に

外

延

的

な

量

に

対

す

る

内

包

的

（
ｉｎ
ｔｅ
ｎ
ｓ
ｉｆ
）

な

量

で

あ

る

。

一

七

世

紀

に

お

い

て

は

ｉｎ
ｔｅ
ｎ
ｔｉｏ

（
ｉ
ｎ
ｔ
ｅ
ｎ
ｓ
ｉ
ｆ
）
と
は
i
n
e
x
t
e
n
s
u
m
（
i
n
e
x
t
n
e
s
i
f
）
を
意
味
し
、
さ
ら
に



i
ｎ
ｆ
ｉ
ｎ
ｉ
ｔ
ｅ
ｎ
ｓ
ｉ
ｍ
ａ
一
と
同
義
に
解
さ
れ
た
。
か
か
る
意
味
で
の
内
包
量
が
ま

さ
し
く
『
無
限
小
』
、
『
微
分
』
と
呼
ば
れ
た
の
で
あ
る
」
と
語
っ
て
い
る
。

そ

れ

ゆ

え

、
「

一

」

の

全

体

と

し

て

の

連

続

体

は

、

単

に

要

素

の

集

合

で

な
く
無
限
小
の
積
分
と
し
て
解
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
（
c
f
.
S
-
七
／
1
3
9
）
。

さ

ら

に

、

田

辺

が

「
微

分

」

と

い

う

「
内

包

的

統

一

」

を

得

た

の

は

、

コ

ー

ヘ

ン

か

ら

で

あ

る
。

田

辺

は

、
コ

ー

ヘ

ン

の

〈
微

分

の

哲

学

〉

か

ら

、

ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
「
無
限
小
」
概
念
を
経
て
、
「
強
度
＝
内
包
量
」
概
念

に

至

っ

た

。

そ

し

て

田

辺

は

「
強

度

＝

内

包

量

」

概

念

を

用

い

て

、
連

続

体

（
性

）

の

問

題

や

デ

デ

キ

ン

ト

の

「
切

断

」
論

に

向

か

っ

た

の

で

あ

る
。

た

だ

田

辺

は

コ

ー

ヘ

ン

の

〈
微

分

の

哲

学

〉

を

批

判

し

て

も

い

る

。
「

私

の

種

と

呼

ぶ

も

の

は

プ

ラ

ト

ン

的

質

料

で

あ

っ

て

、

自

己

否

定

を

本

質

と

す

る

テ

ン

ソ

ル

的

力

学

的

契

機

で

あ

る

。

そ

の

連

続

性

は

、

単

に

全

体

が

部

分

に

先

だ

つ

内

包

量

と

し

て

、

無

限

分

割

の

極

限

た

る

微

分

を

原

理

と

す

る

に

由

来

す

る

も

の

で

は

な

い
。

如

何

に

分

割

を

進

め

て

も

達

す

る

こ

と

の

出

来

な

い
極

限

は

、

最

早

延

長

の
可

分

性

を

否

定

せ

ら

れ

た

も

の

と

し

て

外

延

量

の

無

で

あ

り

な

が

ら

却

っ

て

延

長

が

そ

れ

に

倣

っ

て

成

立

す

る

所

の

、

延

長

の

創

造

的

根

原

で

あ

る

、

と

い

う

意

味

」

で

の

「
微

分

の

内
包
量
的
原
理
」
（
Ｔ
―
六
／
3
4
4
）
は
田
辺
に
は
不
十
分
な
も
の
で
あ
る
。

な

ぜ

な

ら

、
コ

ー

ヘ

ン

の

〈

微

分

の

哲

学

〉

は

「

ベ

ク

ト

ル

的

運

動

学

的

」

な

ま

ま

に

留

ま

っ

て

い

る

か

ら

だ

。

し

か

し

、

コ

ー

ヘ

ン

の

〈
微

分

の

哲

学

〉
か

ら

ラ

イ

プ

ニ

ッ

ツ

へ

と

遡

源

す

る

こ

と

で

明

ら

か

に

な

っ

た

の

は

、

「

種

の

論

理

」

が

”
メ

タ

フ

ィ

ジ

カ

ル

な

”

思

想

の

複

合

の

結

果

で

あ

る

こ

と

だ

。

こ

う

し

て

ラ

イ

プ

ニ

ッ

ツ

か

ら

コ

ー

ヘ

ン
を

経

て

、

ベ

ル

ク

ソ

におけ るメタフィジ ックス｢種の論理｣73

ン
や
田
辺
へ
と
至
る
”
「
多
様
体
」
概
念
を
め
ぐ
る
異
端
的
系
譜
”
を
仮

定

で

き

る

の

だ

。

こ

の
系

譜

は

、

も

ち

ろ

ん

、

あ

く

ま

で

筆

者

の

仮

説

に

過

ぎ

な

い

。

た

だ

リ

ー

マ

ン

の

「
多

様

体

」

概

念

が
、
「
無

限

小

」

概

念

や

「
微

分

」

概

念

と

”
化

学

反

応

”

を

起

こ

し

、
『
純

粋

持

続

』

へ

と

至

っ

て

い

る

こ

と

に

注

意

す

べ

き

で

あ

る
。

そ

し

て

、

こ

れ

ら

の

哲

学

を

複

合

的

に

利

用

し

た

田

辺

も

、

こ

の
系

譜

に

位

置

づ

け

ら

れ

る

の

で

あ

る
。

こ

こ

で

あ

ら

た

め

て

指

摘

し

て

お

き

た

い

の

は

、
「

種

の

論

理

」

の

”
メ

タ

フ

ィ

ジ

ッ

ク

ス

”
が

、
ド

ゥ

ル

ー

ズ

哲

学

と

近

接

し

て

い

る

こ

と

だ

。

そ

の

両

者

の
交

叉

点

に

、

ベ

ル

ク

ソ

ン
哲

学

が

あ

る

。

田

辺

は

「
純

粋

持

続

」

を

連

続

と

し

て

読

み
替

え

、
連

続

が

そ

れ

を

構

成

し

て

い

る

部

分

へ

と

分

割

不

可

能

な

連

続

体

で

あ

る

こ

と

を

、
「
純

粋

持

続

」

の

理

論

に

重

ね

合

わ

せ

て

い

た

。

ベ
ル

ク

ソ

ン

は

「
純

粋

持

続

」

に

つ

い

て

、
「
た

だ

単

に

質

的

変

化

の

継

起

で

し

か

な

く

、

そ

れ

ら

の

質

的

変

化

は

互

い

に

融

合

し

、

互

い

に

浸

透

し

あ

っ
て

、

明

確

な

輪

郭

を

持

た

ず

。

自

ら

を

外

在

化

さ

せ

て

相

互

に

外

的

な

関

係

を

取

り

結

ぼ

う

と

も

せ

ず

、

数

的

存

在

と

は

ま

っ

た

く

無

縁

な

も

の

な

の

で

あ

る
。

そ

れ

は

、

純

粋

異

質

性

と

で

も

呼

ぶ

べ

き

も

の

だ

」

と

述

べ

て

い

た

。

純

粋

持

続

的

連

続

は

、

部

分

（

＝

個

）

と

し

て

の

質

的

に

異

な

る
変

化

が
継

起

し

な

が

ら

、

そ

の
変

化

が
互

い

に

明

確

な

輪

郭

を

持

た

ず

融

合

し

、

浸

透

す

る

ひ

と

つ

の

全

体

を

形

づ

く

る

。

そ

れ

は

、

外

延

量

と

し

て

の

連

続

で

は

な

く

、

内

包

量

と

し

て

の

連

続

で

あ

る

。

ド
ゥ
ル
ー
ズ
は
、
「
純
粋
持
続
」
を
『
多
様
体
（
m
u
l
t
i
p
l
i
c
i
t
e
）
」
と
し

て

捉

え

直

し

、

通

常

の

意

味

の

外

延

量

に

基

づ

く

多

様

体

と

、

純

粋

持

続



と
し
て
の
多
様
体
と
い
う
二
つ
の
多
様
体
を
区
別
し
た
。
「
重
要
な
の
は
、

〔
空
間
と
持
続
の
〕
混
合
し
た
も
の
の
分
解
が
《
多
様
体
》
の
二
つ
の
タ

イ
プ
を
私
た
ち
に
示
す
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
う
ち
の
ひ
と
つ
は
空

間
に
よ
っ
て
（
あ
る
い
は
む
し
ろ
、
あ
ら
ゆ
る
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
考
慮
に
入

れ
る
な

ら
ば
、
均
質
的
な
時
間
の
不
純
な
混
同
に
よ
っ
て
）
表
象
さ
れ
る
。

そ
れ
は
外
在
性
・
同
時
性
・
並
置
・
秩
序
・
量
的
差
異
・
程
度
の
差
異
の

多
様
体
で
あ
り
、
す
な
わ
ち
非
連
続
で
現
勢
的
な
数
的
多
様
体
で
あ
る
。

も
う
ひ
と
つ
の
タ
イ
プ
は
純
粋
な
持
続
と
し
て
存
在
す
る
。
そ
れ
は
継
起
・

融
合
・
組
織
化
・
異
質
性
・
質
的
区
別
ま
た
は
本
性
の
差
異
の
内
的
多
様

体
で
あ
り
、
す
な
わ
ち
数
に
還
元
不
可
能
な
、
潜
勢
的
で
連
続
的
な
多
様

体
で
あ
る
」
。
確
か
に
連
続
体
は
、
「
多
様
体
（
＝
集
合
）
」
を
表
す
も
の

と
し
て
は
伝
統
的
な
語
彙
の
一
部
に
は
な
っ
て
い
な
い
。
し
か
し
リ
ー
マ

ン
の
「
多
様
体
」
概
念
は
、

ベ
ル
ク
ソ
ン
の
み
な
ら
ず
、
田
辺
に
引
き
継

が
れ
、
ド
ゥ
ル
ー
ズ
に
ま
で
到
達
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
哲
学
者
は
、
自
ら

の
立
場
で
、
「
多
様
体
」
概
念
を
用

い
て
自
ら
の
哲
学
を
構
築
し
て
い
る
。

こ
の

”事
実
”
を
、
私
た
ち
は
無
視
す
る
べ
き
で
は
な
い
。
い
い
過
ぎ
を

恐
れ
ず
に
い
え
ば
、
彼

ら
に
共
通
な
の
は
、
「
多
様
体
」
概
念
を
活
用
し

な
が
ら
、
新
し
い

”
メ
タ
フ
ィ
ジ
ッ
ク
ス
”
を
構
築
し
て
い
る
こ
と
な
の

だ
。

五
　

お
わ
り
に

―
―
「
種
の
論
理
」
か
ら
新
し
い
社
会
存
在
論
に
向
け
て

「
種

の
論
理
」
の
難
し
さ
は
、
田
辺

の

”
メ
タ
フ

ィ
ジ
カ
ル
な
思
考
”

に
起
因
す
る
。
田
辺
は
、
複
数
の
専
門
領
域
を
横
断
し
な
が
ら
、
説
明
ぬ

き
に
諸
概
念
を
複
合
さ
せ
て
い
く
。
プ
ラ
ト
ン
の
「
質
料
」
を
説
明
す
る

た
め
に
「
テ

ン
ソ
ル
量
」
と
い
う
物
理
学
用
語
を
用
い
な
け
れ
ば
な
ら
な

か
っ
た
し
、
種
と
個
と
の
対
立
を
説
明
す
る
た
め
に
、
力
が
様
々
に
交
錯

す
る
「
力
の
場
」
を
、
プ
ラ
ト
ン
『
テ
ィ
マ
イ
オ
ス
』
篇
の
「
錯
動
原
因
」

と
比
較
す
る
必
要
が
あ
っ
た
（
c
f
.
Ｔ
―
六
／
3
1
6
）
。
田
辺
に
と
っ
て
は
、

古
代
哲
学
と
現
代
物
理
学
を
両
立
さ
せ
、
互
い
の
概
念
を
重
ね
合
わ
せ
て

い
く
必
要

が
あ
っ
た
。
な

ぜ
な
ら
、
「
種
の
論
理
」
は
、
ま
っ
た
く
新
し

い
社
会
存
在
論
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

私
た
ち
は
、
社
会
が
不
可
視
の
力
の
対
立
。
均
衡
に
よ
っ
て
成
り
立
っ

て
い
る
こ
と
に
気

づ
か
な
い
。
私
た
ち
は
、
社
会
が
物
理
的
力
の
複
合
で

成
り
立
っ
て

い
る
こ
と
を
自
覚
し
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
私
た
ち
は
、
個
の
存

在
か
ら
、
基
体
と
し
て
の
種
、
種
と
種
と
の
対
立
や
協
働
に
基
づ
く
類
を
、

具
体
的
に
か
つ
原
理
的
に
説
明
す
る

”論
理
”
を
構
築
し
て
い
な
い
と
い

っ
て
よ
い
。
少
な
く
と
も
田
辺
に
は
、
そ
の
よ
う
に
見
え
た
。
だ
か
ら
田

辺
は
時
空
を
超
え
て
交
錯
す
る
思
想
を
凝
集
さ
せ
、
個
や
種
か
ら
な
る
社

会
を

”
メ
タ
フ

ィ
ジ
カ
ル
に
”
基
礎
づ
け
る
「
種
の
論
理
」
を
考
え
た
。

田
辺
に
と
っ
て
、
た
と
え
そ
れ
が
天
皇
制
に
基
づ
く
社
会
存
在
論
で
あ
っ

た
と
し
て
も
、
国
家
を
含
め
た
社
会
存
在
論
の
構
築
が
焦
眉
の
急
で
あ
っ

た
か
ら
だ
。
悪
化
し
て
い
く
時
代
の
な
か
で
、
田
辺

が
実
践
哲
学
を

”
メ

タ
フ
ィ
ジ
カ
ル
に
’
構
築
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
こ
と
を
、
私
た
ち

は
想
像
す
る
こ
と
す
ら
難
し
い
。
し
か
し
私
た
ち
は
、
田
辺
ほ
ど
社
会
や

国
家
を

”
メ
タ
フ
ィ
ジ
カ
ル
に
”
思
考
し
え
て

い
る
だ
ろ
う
か
。



そ

の

反

省

を

も

と

に

、

最

後

に

ひ

と

つ

の

試

み

を

紹

介

し

て

お

こ

う

。

ド

ゥ

ル

ー

ズ

哲

学

か

ら

影

響

を

受

け

た

デ

ラ

ン

ダ

は

、
『
千

の

プ

ラ

ト

ー
』

（

一

九

八

〇

）

な

ど

か

ら

、
「
動

的

編

成

（
ａ
ｇ
ｅ
ｎ
ｃ
ｅ
ｍ
ｅ
ｎ
ｔ
）
」

概

念

を

引

き

継

ぎ

、

そ

の

英

語

訳

「
寄

せ

集

め

（
ａ
ｓ
ｓ
ｅ
ｍ

ｂ
ｌａ
ｇ
ｅ
）
］

概

念

を

も

と

に

新

し

い
社

会

哲

学

を

構

築

し

て

い

る

。

デ

ラ

ン

ダ

の

試

み

は

、

ひ

と

つ

の

試

論

に

過

ぎ

な

い

。

し

か

し

、

徹

底

的

な

マ

テ

リ

ア

リ

ス

ト

で

あ

る

デ

ラ

ン

ダ

は

、
人

間

存

在

も

自

然

存

在

も

基

本

的

に

同

じ

存

在

者

と

し

て

扱

い

、

個

体

存

在

の

「
寄

せ

集

め

」

に

よ

る

社

会

を

哲

学

的

に

追

求

し

て

い

る

。

こ

れ

こ

そ

、

ド

ゥ

ル

ー

ズ

哲

学

を

媒

介

と

す

る

、
「
種

の

論

理

」

の

新

し

い
形

と

い

え

る

だ

ろ

う

。

（
１
）
　
『
思
想

』
の
対
談

「
田

辺
元

の
思

想
」
で
、

杉
村
靖

彦
は

「
歴
史

的
・
哲
学

史
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
」
に
言
及
し
て
い
る
（
「
（
対
談
）
田
辺
元
の
思
想
」
『
思
想
』

二
〇
一
二
年
一
月
号
、
一
〇
五
三
号
、
岩
波
書
店
、
一
〇
―
一
一
頁
）
。
し
か
し

問
題

は
「
京
都
学
派

」
に
対
す

る
「
歴
史
的

・
哲
学
史

的
な
ア

プ
ロ
ー
チ
」

で

は
な
く
。
形
而
上
学
的
ア

プ
ロ
ー
チ
で
あ

る
。

（
２
）
　
以
下
、
『
田
邊
元
全
集
』

か
ら
の
引
用
に

つ
い
て
、
括
弧
内

に
斜
線

を
挿
ん
で

巻
数
を
漢
数
字
で
頁

数
を
算
用
数
字
で
示

す
。

（
３
）
　
物

理
学
者
石
原

純
は
、
一
高

時
代
、
田

辺
と
同

学
年
で

あ
り
、
田
辺

が
東
北

帝
国

大
学
理
科

大
学
講
師

の
時
代
に

科
学
の
識
論

を
し
て

い
た
。
田
辺

が
書
評

を
書

い
た

こ
と

の
あ

る
桑
木

或
雄

も
石
原

も
、
田

辺
の
科

学
論
を
評
価

し
て

い

る
（
西
尾
成
子
『
科
学
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
先
駆
者
・
評
伝
石
原
純
』
岩
波
書
店
、

二
〇

一
一
年
、
二
三
六
頁
参
照
）
。
本
稿

で
は
、
当
時
の
物
理

学
史
的

背
景
は
割

愛
し
て

あ
る
。

（
４
）
　
こ
れ
ま
で
、
筆
者
は
下
記
の
論
文
を
発
表
し
て
い
る
。
森
村
修
「
田
邊
元
の
『
多

様
体
の
哲
学
』
（
１
）
―
―
「
多
様
体
の
哲
学
」
の
異
端
的
系
譜
（
１
）
」
（
法
政
大

学
国

際
文
化
学

部

『
異
文
化

』
九
、
二
〇
〇

八
年
）
、
森

村
修
「
多
様

体
と
微
分

法
－

田
邊
元

の
「
多
様
体

の
哲
学

」
（
２
）
－

「
多

様
体
の
哲
学
」

の
異

端
的
系

譜
（
２
）
」
（
『
異
文
化
』
　
一
〇
、
二
〇
〇
九
年
）
、
森
村
修
「
Ｇ
・
ド
ゥ
ル
ー
ズ
の

『
多
様
体

の
哲
学
』
（
１

）
―
「
多
様
体
の
哲
学
」

の
異
端
的
系
譜
（
３
）
」
（
『
異

文
化
』
　
一
二
、
二
〇
一
一
年
）
、
森
村
修
「
フ
ッ
サ
ー
ル
の
『
多
様
体
の
哲
学
』

（
１
）
―
『
多
様
体
の
哲
学
』
の
異
端
的
系
譜
（
４
）
」
（
『
異
文
化
』
　
一
三
、

二
〇
一
二
年
）
。

（
５

）
　
林
は
ブ
ラ

ウ
ワ
ー
の
直
観
主

義
数
学
と

「
種
の
論
理
」
と

の
関
係

に
つ

い
て

詳
述
し
て
い
る
（
林
晋
「
『
数
理
哲
学
』
と
し
て
の
種
の
論
理
―
―
田
辺
哲
学
テ
キ

ス
ト
生
成
研
究
の
試
み
（
一
）
」
京
都
大
学
日
本
哲
学
史
研
究
室
『
日
本
哲
学
史

研
究
』
第
七
号
、
二
〇
一
〇
年
、
五
四
―
六
一
頁
）
。

（
６
）
　
本
稿
は
、
「
連
続
（
体
）
の
問
題
」

の
重
要
性
に

つ
い
て
触

れ
な
い
の
で
、
こ

の
点

に

つ
い
て
拙
論

を
参
照

せ
よ
（
森

村
修

『
田
邊

元
の
「
多

様
体
の
哲

学
」

（
１

）
－

「
多
様

体
の
哲
学
」

の
異

端
的
系
譜

（
１
）
」
法

政
大
学
国
際
文
化

学

部

『
異
文
化
』
九
、
二
〇
〇

八
年
）
。

（
７
）
　
「
連
続
体
（
性
）
の
問
題
」
は
、
デ
デ
キ
ン
ト
の
「
切
断
」
論
と
の
関
係
で

田
辺
に
と
っ
て
璽
要
な
問
題
で
あ
る
。
田
辺
は
『
数
理
哲
学
研
究
』
（
一
九
二
五
）

の
な
か
で
、
「
連
続
体
（
性
）
の
問
題
」
と
デ
デ
キ
ン
ト
の
「
切
断
」
論
に
触
れ

て

い
た
。
田
辺
哲
学

と
「
切
断
」
概
念

に

つ
い
て
、
前

注
の
拙
論
と
林
論

文
を

参

照
せ
よ
。
林

は
数
学

史
研
究

か
ら
、
田
辺
哲
学

と
「
切
断
」
概
念

と
の
関
係

性

を
指
摘

し
て

い
る
。

（
８
）
　
嶺
秀
樹
は
、
「
種

の
構
造

」
を
「
テ

ン
ソ
ル
量
的
力

の
場
」
で
説
明
す

る
こ
と

に
否
定
的
で
あ
る
（
嶺
秀
樹
『
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
と
口
本
の
哲
学
－
和
辻
哲
郎
、

九
鬼
周
造
、
田
辺
元
』
ミ
ネ
ル
ヴ

ア
書
房
、

二
〇
〇
二
年
、
二
四
九
頁
）
。

（
９
）
　
『
下
村
寅
太
郎
著
作
集
ニ
フ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
研
究
』
第
七
巻
、
み
す
ず
書
房
、

一
九
八
九
年
。
以
下
、
Ｓ
と
略

し
、
斜
線

の
前
に
巻
数
を
漢
数
字
で
あ
ら
わ
し
、

斜
線
の
後
の
算
用
数
字
で
頁
を
表
記
す

る
。

（
1
0）
　
田
辺

の
弟
子
・
田
中
省

三
は

『
コ

ー
ヘ

ン
』
（
一
九
四
〇
）

で
、
「
外
延
最

的

な
連

続
に
対

し
、
内
包

量
的
な
連

続

を
、
量
的
連

続
に
対

し
、

性
質
的

連
続
、

思
惟

の
作
用

の
連
関
を
一
次
的
と
考

え
ん
と
す
る
コ
ー
ヘ
ン
の
連
続
論
」
が
『
專

ら
外
延

量
的
に
単
に
対
象

的
、
客
観
的

な
も

の
と
し
て
で
な
く
、
作
用

的
、

或

クス「極の論理」 におけるメタフ ィジツ75



は

若

し

言

い

得

べ

く

ん

ぱ

主

体

的

な

も

の

と

し

て

明

か

に

せ

ん

と

す

る

所

に

、

注
目
す
べ
き
深
い
思
想
を
含
む
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
」
（
田
中
省
三
『
コ
ー

ヘ

ン

』

弘

文

堂

、

一

九

四

〇

年

、

一

〇

九

頁

）

と

い

っ

て

い

る

。

田

辺

と

コ

ー

ヘ
ン
と
の
関
係
に
つ
い
て
、
拙
論
を
参
照
せ
よ
（
森
村
修
「
多
様
体
と
微
分

法

－

田

邊

元

の

『

多

様

体

の

哲

学

』

（

２

）

－

「

多

様

体

の

哲

学

」

の

異

端

的

系

譜

（

２

）

』

法

政

大

学

国

際

文

化

学

部

扣

『

異

文

化

』

一

〇

、

二

〇

〇

九

年

）

。

（

1 1
）
Ｅ

．

Ｂ
ｅ
ｒ
ｇ
ｓ
ｏ
ｎ
，
　
Ｅ
ｓ
ｓ
ａ
ｉ
　
ｓ
u
r
　
l
e
　
ｄ
ｏ
ｎ
ｎ
ｉ
ｓ
　
ｉ
ｍ
ｍ
ｅ
ｄ
ｉ
ａ
ｔ
ｅ
ｓ
　
ｄ
ｅ
　
ｌ
ａ
　
ｃ
ｏ
ｎ
ｓ
ｃ
ｉ
ｅ
ｎ
ｃ
ｅ
,
　
１
８
８
９

．

（
竹
内
信
夫
訳
「
意
識
に
直
接
与
え
ら
れ
た
も
の
の
試
論
」
「
新
訳
ベ
ル
ク
ソ
ン

金

集

」

第

一

巻

、

白

水

社

、

二

〇

一

〇

年

、

一

〇

二

頁

）

。

（

1 2

）
　

ベ

ル

ク

ソ

ン

は

純

粋

持

続

を

意

識

の

状

態

と

し

て

記

述

し

て

い

た

の

に

対

し

て
、
田
辺
は
「
種
の
論
理
」
の
”
メ
タ
フ
ィ
ジ
カ
ル
な
基
礎
づ
け
”
に
用
い
て

い

る

。

（

1 3
）
　
Ｇ

．

Ｄ
ｅ
ｌ
ｅ
ｕ
ｚ
ｅ

，

L
ｅ
　
Ｂ
ｅ
ｒ
ｇ
ｓ
ｏ
ｎ
ｉ
ｓ
m
e
，
　
Ｐ
Ｕ
Ｅ
　
１
９
６
６

，
　ｐ

ｐ

．
３
０
-

３

１

．

（

1 4
）
　
Ｃ
ｆ

．

Ｇ

．

Ｄ
ｅ
ｌ
ｅ
ｕ
ｚ
ｅ

，

ｉ
ｂ
ｉ
ｄ

．
,
　
ｐ
． ３

１

．

（

1 5
）
　
Ｍ

．

D
e
L
a
u
d
a
,
　
Ａ
　
Ｎ
ｅ
w
　
Ｐ
ｈ
ｉ
ｌ
ｏ
ｓ
ｏ
ｐ
ｈ
ｙ
　
ｏ
ｆ
 
Ｓ
ｏ
ｃ
ｉ
ｅ
ｔ
ｙ

．

Ａ

ｓ
ｓ

ｅ
ｍ

ｂ

ｌａ
ｇ

ｅ

　
Ｔ

ｈ
ｅ
ｏ

ｒ
ｙ

　ａ

ｎ

ｄ

Ｓ

ｏ
ｃ

ｉａ

ｌ
　Ｃ

ｏ

ｍ

ｐ

ｌｅ
ｘ

ｉ
ｔｙ

，
　Ｃ

ｏ

ｎ

ｔ
ｉ
ｎ

ｕ
ｕ
m

，
　
２
０

０

６

．

（

も

り

む

ら

・

お

さ

む

、

哲

学

・

倫

理

学

、

法

政

大

学

教

授

）
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