
〈
研

究

論

文

２

〉

客
観
と

オ
ブ
イ

ェ
ク
ト

ゥ

ム

ー
相
手
と
空
間
へ
の
二
つ
の
係
わ
り
方
―

「
客

観

」

と

い

う

言

葉

と

Ｏ
ｂ
ｉｅ
ｃ
ｔｕ
m

欧
州
語
の
「
客
観
」
に
あ
た
る
言
葉
で
あ
る
ド
イ
ツ
語
の
o
ｂ
ｊ
ｅ
ｋ
ｔ
英
語

の
Ｏ
ｂ
ｊ
ｅ
ｃ
ｔ
な
ど
は
、
ラ
テ
ン
語
の
オ
ブ
イ
ェ
ク
ト
ゥ
ム
o
ｂ
ｉ
ｅ
ｃ
ｔ
ｕ
m
を
語
源

と

し

、

ス

コ

ラ

哲

学

以

来

の

伝

統

を
引

き

継

ぐ
。

そ

し

て

「
客

観

」

な

る

言

葉

は
、

少

な

く

と

も

今

日

的

用

法

と

し
て

は

こ

れ

ら

欧

州

語

の

訳

と

し

て

用

い
ら

れ

。

西

洋

哲

学

か

ら

翻

訳

さ

れ

た

概

念

を
現

わ

す

と

考

え

ら

れ

て

い

る

で

あ

ろ

う

。

こ

の

訳

を

始

め

た

の

は
西

周

と

言

わ

れ

る
が

、

オ

ブ

イ

ェ

ク

ト

ゥ

ム

は

哲

学

的

文

脈

で

は

も

ち

ろ

ん

、

お

よ

び

日

常

の

用

法

に

お

い

て

も

今

日
で

は

「
客

観

」

の

訳

が

最

も

親

し

ま

れ

て

い

る

に

ち

が

い

な

い

。

と

こ

ろ

が

、

改

め

て

振

り

返

っ
て

み

る

と

。

オ

ブ

イ

ェ

ク

ト
ゥ

ム
と

い

う

言
葉

の

中

に

は

「
客

観

」

の

「
観

」

に

あ

た

る

意

味

は

全

く

含

ま

れ

て

い

な

い
。
Ｏ
ｂ
ｉ
ｅ
ｃ
ｔ
ｕ
m
は
、
「
前
に
」
と
か
「
向
か
っ
て
」
の
意
味
の
前
置
詞
Ｏ
b

實
　

川
　

幹
　

朗

と

、
「

投

げ

る
」

意

味

の

動

詞

ｉａ
ｃ
ｔｏ

の

複

合

か

ら

な

る
動

詞
ｏ
ｂ
ｉｃ
ｉｏ

か
ら

の

派

生

語

で

あ

る
。

直

訳

す

れ

ば

「
前

投

」
「
対

投
」

か

「
面

当

」

く

ら

い

に

な

り

そ

う

な

も

の

だ

が

、

な

ぜ

か

「
客

観

」

と

訳

さ

れ

、

し

か

も

定
着

し

た
。

も

っ
と

も

、

こ

れ

だ
け

で

は
こ

の

言
葉

の

意

味

が

汲

み

尽

く

せ

な

い

た

め

に
、
「
対

象

」

を

は

じ

め

「
客

体

」
「
事

物
」
「
目

標

」
、

果

て

は

「
目

的

語
」

に

至

る

ま

で

様

ざ

ま

な

訳

語

が
場

合

に
応

じ

て

使

い
分

け

ら

れ

る

。
し

か

も

こ

れ

は

歴

史

の

中

で

オ
ブ

イ

ェ

ク

ト

ゥ

ム
由

来

の

言
葉

に
様

ざ

ま

な
意

味

が

与

え

ら

れ

た

結

果

で

は

な

く

、

欧
州

語

で

は
ほ

ぽ

同

一

に
理

解

さ

れ

る

も

の

が

、

日

本

語

に

な

る

と

同

じ

言
葉

で

は
文

脈

に
合

わ
な

く

な

っ
て

し

ま

う

と

い

う

事

情

に

よ

る
。

オ

ブ

イ

ェ

ク

ト

ウ

ム
の
対

語

ス
ブ

イ

ェ

ク
ト

ゥ

ム

ｓ
ｕ
ｂ
ｉｅ
ｃ
ｔ
ｕ
m

が

「
家

来

」

に

な

っ

た
り

「
主

体

」

に

な

っ
た

り

す

る
場

合
と

は

わ

け

が

違

う

の

で

あ

る

。

私

が

こ

こ

で

目

指

す

の

は

、

語
源

論
争

で

も

翻

訳

論

争

で

も

な

い

。

だ
が



あ
え
て
言
え

ば
、
「
客
観
」

は
誤
訳
で

あ
る
と
思

う
。
と
こ
ろ
が

考
え
て
み

る
と
素
晴

ら
し
い
誤

訳
で
あ

っ
て

、
私

は
こ
の
言
葉
が
す
っ
か
り

気
に
入
っ

て
し

ま
っ
た
。
な
ぜ

な
ら
、
客
観

と
オ
ブ
イ
ェ

ク
ト
ゥ

ム
と
い
う
二
つ
の
言

葉

を
比

べ
て
み

る
と
、
そ
こ

に
は
空
間
へ
の
私
た
ち
の
係
わ
り
方

お
よ
び
空

間

の
中
で
私

た
ち
に
出
会

い
来

る
様
ざ
ま
な
も
の
ご
と
へ
の
私

た
ち
の
構
え

を
め
ぐ

る
、
二
つ
の
全
く
異

な
っ
た
行
き

方
が
、
鮮
や
か
に
描
き

込
ま
れ
て

い
る
の
に
気
付

か
さ
れ
る
か
ら
で

あ
る
。

瀧
内
臓

雄
氏

は
、
昨
年

の
本
学

会
大
会
な
ら
び
に

『
比
較
思
想
研

究
』
2
3

号
に
お
い
て
、
西

洋
思
想
を
支
配
し

て
き

た
「
掴
み
」
に
よ
る
物

の
「
触
覚

的
認

識
」

と
空
間

の
広
が
り

へ
の
嫌
悪

と
を
、
欧
州
美
術
史

の
中

で
風
景
画

が
極

め
て
遅

く
現

わ
れ
た

こ
と

に
懸
け

て

論
じ

ら
れ

た
。
「
触
覚

的
な
見

方

は
、
こ
れ

を
認
識
論
的

に
言
え
ば

、
も
の
・
客
観
と
、
こ
れ

に
対
峙

し
こ
れ

を
外
か
ら
ｆ
ａ
ｓ
ｓ
ｅ
ｎ
z
■
む
主
観
と
い
う
二
元
論
的
認
識
形
式
に
立
つ
も
の
で

あ
り
、
私

は
こ
の
認

識
を
主
客

二
元

論
的
・
物
的
・
触
覚
的
認
識
と
呼
ん
で

お
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
」
こ

こ
で
氏

が
「
客
観
」
と
言
わ
れ
て
い
る
の
は
、

無
論
オ
ブ
イ
ェ
ク
ト
ウ
ム
の
こ
と
で
あ
る
。
オ
ブ
イ

ェ
ク
ト
ゥ

ム
が
決
し
て

見
る
も
の
、
「
観
ず
る
」

も
の
で
は

な
く
、
こ

れ
に
最
も
親

し
い
感
覚

は
触

覚
で
あ
り
、
か
つ
掴
む
と

い
う
行

な
い
に
関
連
す
る
そ
れ
だ
と
、
氏
は
ド
イ

ツ
の
美
術
史
家
リ
ー
グ
ル
な
ど
を
引

い
て
断
じ
ら
れ
た
。
こ
れ
は
ま
こ
と
に

素
晴
ら
し
い
着
眼

だ
と
思

わ
れ
る
。

「
客
観
性
」

は
、
と
い
う
よ

り
「
オ
ブ
イ

ェ
ク
ト

ゥ
ム
性
」
は
、
も
と
も
と

距

離
を
置

か
な
い
係
わ
り
と

し
て
発

生
し
た
の
で
あ
る
。
距

離
が
な
い
と
は

相

手

と

の

間

に

空
間

が

な

い
と

い

う

こ
と

で

あ

り

。

こ

の

よ

う

な
認

識

を

理

想

と

す

る

か

ぎ

り

、

空

間
が

嫌

わ
れ

る

の

は
も

っ
と

も

で
あ

ろ

う
。

道

具

か

客

か

私

は

い

ま

「
認

識
」

と

言

っ

た
。

こ

こ
で

も

う

少

し

言
葉

づ

か

い
の

検

討

を

続

け

よ

う

。
「
認

識
」

に

あ

た

る

や

ま

と

こ

と

ぱ

の

「
知

る
」

は

「
天

が

下

知

ろ

し

め

す

」

と

い

う

よ

う

に
、

支

配

の
意

味

を

含

む
。

し

か
し

一
方

、

「
客

観

」

に

与

る

働

き

を
示

す

言

葉

と

し

て

私

た

ち

は

ふ

つ

う

、

お

そ

ら

く

は

井

上

哲

次

郎

に

由

来

す

る

「
認

識

」

を

用

い

て

い

る

。
「
認
」

は

「
言

葉

を

出

さ

ず

に

こ

ら

え

る
」

と

こ

ろ

か
ら

「
相

手

の

言

い

分

を

認

め

る
」

意

で

あ

り

、
「
識
」

は

織

物

を
織

る

よ

う

に

「

言
葉

を

縦

横

に

組

み

合

わ

せ

て

明

ら

か

に

す

る
」

意
で

あ

る
。

も

ち
ろ

ん
漢

字

の

意

味

か

ら
思

想

を

全

面

的

に

断

定

で

き

る

わ

け

で

は

な

い
が

、

こ

の

字
づ

か

い
か

ら

読
み

と

れ

る
考

え

方

は

、

客

観

の

有

様

を

そ

の

ま

ま

に

認

め

保

っ

た
う

え

、

言
葉

を

用

い
て

表

わ

す

こ

と

な

の

で

あ

る

。

こ

の

意

味
も

、

欧
州

語

の

「
原

語
」

と

は
全

く

違

っ

て

い

る
。

英

語

の

ｃ
ｏ
ｇ
ｎ
ｉｔ
ｉｏ
ｎ

な

ど

の

本

で

あ

る

ラ

テ

ン
語

の

ｃ
ｏ
ｇ
ｎ
ｉｔ
ｉｏ

は

「
共

に

」

の

意

の

前

綴

り

ｎ
ｏ

を

伴

っ

て

い

る

が

、

ド

イ

ツ

人

は

こ

れ

を

Ｅ
ｒ
ｋ
ｅ
ｎ
ｎ
ｔ
ｎ
ｉ
ｓ
と
訳
し
た
。
前
綴
り
e
r
は
「
こ
ち
ら
側
へ
と
得
る
」
意
で
あ

る
。
「
共

に
」

の

位

置

は

掴

み
取

る

こ

と

に

よ

っ
て

得

ら

れ

る

よ

う

で
あ

る
。

そ

し

て

、

掴

み

取

る

と

言

え

ば

ド

イ

ツ

語

の

ｂ
ｅ
ｇ
ｒ
ｅ
ｉ
ｆｅ
ｎ

に

通

じ

、

Ｂ
ｅ
ｇ
ｒ
ｉｆ
ｆ
と

は

私

た

ち

が

「
概

念

」

と

訳

し

て

い

る
言

葉

に

他

な

ら

な

い
。



仏

英

語

の

ｃ
ｏ
ｎ
ｃ
ｅ
ｐ
ｔ
の

本

に

な

っ

た

ラ

テ

ン
語

の

動

詞
ｃ
ｏ
ｎ
ｃ
ｉｐ
ｉｏ

も

ま

さ

し

く

「
掴

み

取

る
」

意

で

あ

る

。

他

方

「
概

念

」

の

「
概
」

は

も

と

も

と

「
枡

の

上

を

な

ら

す

棒

」

で

、

そ

こ

か

ら

「
お

お

よ

そ

・

お

お

む

ね

」

の

意

と

な

っ
た

。
「
概

念

」

の

字

の

意

味

は

「
均

し

た

考

え

」
「
量

り

の
本

と

な

る

枠

組

み

」

で

あ

っ
て

、

し

か

も

こ

れ

が

今

日

の

（
職

業

哲

学

者

で

な

い

ふ

つ

う

の

）

日

本

人

の

「
概

念

」

と

い

う

言

葉

に

対

し

て

抱

い

て

い

る

、

ま

さ

し

く

「
概

ね

の

」

考

え

で

は

な

か

ろ

う

か

。

そ

れ

こ

そ

か

な

り

概

ね

の

言

い

方

と

な

る

が

、

西

洋

人

は

オ

ブ

イ

ェ

ク

ト

ウ

ム
を

掴

み

取

り

、
距

離

を

無

く
す

こ

と

に

よ

っ
て

知

ろ

う

と

す

る

し

、

日

本

人

は

「
客

観
」

を

あ

ち

ら
側

に

立
て

、

距

離

を

置

い

て

そ

の

ま

ま

に

保

と

う

と
す

る

、

ま

た

は

、

そ

う
し

て

お

く

し

か

な

い

も

の

の

あ

る

こ

と

を

認

め

る

と

い

う

構

え

を

採

っ
て

い

る

と

、

言

葉

づ

か

い

の

上

か
ら

は

推

し

量

れ

る
。

私

た

ち

日

本

人

に

と

っ
て

、
「
客

観

」

と

は

、

主

観

は

ど

う

あ

ろ

う

と

そ

れ

を

離

れ

て

厳

然

と

し

て

存

在
す

る

も

の

、

あ

る
い

は

客

の

よ

う

に

時

折

こ

ち

ら

を

訪

れ

、

場

合

に

よ

っ

て

は

あ

ち

ら

の

都

合

で

、

招

か

れ

も

し

な

い

の

に

向

こ

う

か

ら

や

っ
て

来

る

者

で

あ

る

。

し

か

も

そ

れ

は
。

感

じ

ら

れ

て

は
じ

め

て

在

る

の

で

は

な

く

、

あ

ら

か

じ

め

あ

ち

ら

側

に
在

っ

た

か
ら

こ

そ

、

折

に

触

れ

て

訪

れ

る

。

し

た

が

っ
て

そ

れ

は

、

私

た
ち

に
と

っ
て

、

こ

ち

ら

の

都

合

を

い

ろ

い

ろ

と

謀

り

な

が

ら

も

、

離

れ

た

と

こ

ろ

か
ら

空

間

を

隔

て

て

見

る

こ

と

の

で

き

る

も

の

で

あ

る

。

し

か

し

、

西

洋

人

に
と

っ
て

、

オ

ブ

イ

ェ

ク

ト

ウ

ム
は

手

の

中

の

掴

み
取

ら

れ

、

あ

る

い

は

人

の

前

進

を

阻

ん

で

立
ち

ふ
さ
が

る
も

の
で
あ

っ
て
。
距
離
を
隔
て
て
空
間
の
中

に
浮
か
ぶ
の
は

ふ
さ

わ
し

く
な
い
。

「
客
観
」

は
「
観
」

の
字
の
示
す
と
お
り
、
感
覚
に
引
き
当
て
れ
ば
視
覚
に

馴
染
み
が
深

か
ろ

う
が
、
も
ち
ろ
ん
視
覚
の
み
の
た
ず
さ
わ
る
も
の
で
は
な

く
。
聴
覚
や

触
覚

に
も
現
わ
れ
て
く
る
。
こ
ち
ら
と
は
違
う
何

か
が
、
向
こ

う
側

に
明
ら

か
に
感
じ
ら
れ
れ
ば
。
「
客
観
」
が
在
る
の
で

あ
る
。

触
覚

に
つ

い
て

は
。
こ
の
中
に
極
め
て
多
様
な
も
の
が
含
ま
れ
て
い
る
。

文
字
ど
お
り

「
触
れ

る
」
場
合
に
は
、
体
と
の
距
離
は
無
い
に
せ
よ
、
私
の

住
ま
う
空
間

の
中

に
、
私
と
は
違
う
何
か
が
、
向
こ
う
側
に
あ
り
あ
り
と
感

じ
ら
れ
る
場
合
が
多

い
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
に
対

し
て

、
力
を
入
れ
て

掴
ん
だ

り
ぶ
つ
か

っ
た
り
す
る
場
合
に
も
、
触
覚
と
い
う
表
現
が
使
わ
れ
る
。
だ
が

こ
の
場
合
、
相
手
の
有
様
は
、
少
な
く
と
も
こ
ち
ら
と

は
別
の
何
も
の
か
と

し
て
の
有
様

は
、

か
え
っ
て

明
ら
か
さ
を
失

う
。
道
具

を
使
う
た
め
に
手
で

握
る
場
合
な
ど
が
そ
の
典
型
で
あ
ろ
う
。
道
具
は
握
ら

れ
た
と
き
か
ら
体
の

一
部
と
な
り
、
異
物
で
あ
る
こ
と
を
止
め
、
私
の
身
体
図
式
を
延
長
す
る
た

め

に
、
言

わ
ば
「
身
内
」
と
な

っ
て

働
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
金
槌
が
距

離
を
置

い
た
「
客
観
」
で
あ

っ
て
は
、
あ
る
い
は
私

が
金
槌
を
「
認
識
」
し

て

い
て

は
、
釘

は
打
て
な
い
の
で
あ
る
。

こ
の
と
き

の
道
具
の
在
り

方
を
別
の
言
葉

で
言
え
ば
、
「
私
の
自
由

に
な

る
」
な

に
も

の
か
、
と
し
て
よ
い
だ
ろ
う
。
私
の
側
が
「
主
体
」
つ
ま
り
あ

る
じ
で

あ
り
、

オ
ブ
イ

ェ
ク
ト
ゥ

ム
は
「
客
」

で

は
な

く
「
し
も

べ
」

と

な

っ
て
「
自
在

に
」
操
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
道
具
の
向
か
う
相
手
も
、
例
え



ば
金
槌
の
向
か
う
釘
も
、
主
体
た
る
私
の
意
図
を
実
現
し
板
に
打
ち
込
ま
れ

て
こ
そ
本
来
の
場

所
に
収
ま

っ
た
と
言
え

る
。

こ
の
よ
う
に
、
オ
ブ
イ

ェ
ク
ト

ウ
ム
は
、
は
じ

め
は
主
体
の
前

に
立
ち

は

だ

か
り
抵
抗
し
な
が
ら
も
、
い
ず
れ
主
体

の
積
極
性
と
支
配
力
に
屈
し
、
主

体
の
自
由
を
実
現
す
る
手
段
と
な
る
こ
と

に
お
い
て
、
本
来
の
在
り
方
を
全

う
す
る
の
で
あ
る
。
オ
ブ
イ

ェ
ク
ト
ゥ
ム
は
本
来
、
距
離
を
と

っ
て
見
ら
れ
、

対
等
の
、
し
か
し
異
質
な
相
手
と
し
て
出
会
う
「
客
」
で
は
な
く
、
不
安
定
、

不
確
定
な
空
間
を
消
し
去
る
一
連
の
行

い
の
終
点
と
し
て
、
人
の
前

に
投
げ

出
さ
れ
て
い
る
手
段
に
す
ぎ
な
い
。

隔

た

り

と

広

が

り

も
ち
ろ
ん
西

洋
思
想
の
中
に
空
間
が
登
場
し
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
古
代

ギ
リ

シ
ヤ
に
お
い
て

は
幾
何
学
が
さ
か
ん

に
研
究
さ
れ
、
こ
れ
は
ま
さ
し
く

空
間
の
性
質
を
扱
う
学
問
で
あ

っ
た
。
西
洋
近
代
科
学
の
代
表
格
で
あ

る
物

理
学
は
、
質
量
と
エ
不
ル
ギ
ー
を
時
空
間
の
中
に
配
す
る
。
む
し
ろ
、
時
間

空
間
の
近
代
的
観
念
を
開
発
し
た

の
は
、

ニ
ュ
ー
ト
ン
な
ど
の
物
理
学
者
で

あ

っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
幾
何
学
空
間

に
せ
よ
物
理
空
間
に
せ
よ
、
そ

れ

ら
の
空
間
は
、
そ
の
中
で
向
こ
う
側

に
立

っ
て

い
る
対
等
の
相
手

に
出
会

う

「
客
観
空
間
」
で
は
な
い
。

ユ
ー

ク
リ
ッ
ド
幾
何
学
は
空
間
の
性
質
を
図
形
の
相
互
関
係
と
し
て
記

述

す
る
。
こ
の
際
用
い
ら
れ
る
主
な
手
法

は
、
移
動
と
重
ね
合
わ
せ

か
ら
な

る
。

例
え
ば
、
三
角
形
の
合
同
と
は
過
不
足
な
く
重
ね
合
わ
せ
う
る
こ
と
で
あ
り
、

相
似
と
は
角
の
重
な
り
と
各
辺
の
比
率
の
一
致
の
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
線

分
の
比
率
が
に
2
‥
1
｝
で
あ
る
と
は
、
長
い
ほ
う
の
線
分
を
半
分
に
折
っ
た
と

き
に
重
な
る
こ
と
で
あ
り
、
3
:
2
に
と
は
長
い
ほ
う
を
三
つ
に
、
短
い
ほ
う

を
二
つ
に
折
れ
ば
重

な
る
と
の
謂
い
で
あ
る
。
こ
れ
ら

は
空
間
を
拡
げ
る
の

で

は
な
く
、
ど
う
や

っ
て
距
離
を
無
く
す
か
と
い
う
手
順

に
他

な
ら
な

い
。

ユ
ー
ク
リ

ッ
ド
幾
何
学

は
（
非

ユ

ー
ク
リ

ッ
ド
幾

何
学
と
同

じ
く
）
、
空

間
と

は
無
関
係
な
記
号
の
列

か
ら
な
る
公
理
系
と
し
て
も
記
述
し
う
る
。
幾

何
学
空
間
そ

の
も

の
も
決
し
て
目

に
は
見
え
な
い
し
感
覚
で

は
捉
え
ら
れ
な

い
。
幾
何
学

は
空
間

の
広
が
り
を
扱
う
の
で

は
な
く
、
空
間
の

た
た
み
方
、

掴
み
方
を
記
し
て

い
る
の
で
あ
る
。
幾
何
学
は
人
間
が
空
間
を
手
の
中
に
入

れ
る
手
段
で
あ

っ
て
、
空
間
と
人
間
と
の
あ
る
種
の
関
係
、
即
ち
掴
み

の
関

係

に
お
い
て
構
成
さ
れ
た
手
引

き
で
あ
る
と
も
言
え
よ
う
。

ニ
ュ
ー
ト
ン
は
。
自
然
の
仕
組
み
は
神
の
作
っ
た
も

の
で
、
数
学
の
言
葉

で
そ
れ
が
解
読
で
き
る
と
考
え
て
い
た
。
神
は
自
然
の
中
に
法
(
l
a
w
)
を

置

い
た
の
で
あ
り

、
人
の
都
合
と

は
無
関
係
な
「
客
観
」
と

い
う
発
想

に
近

い
も

の
が
そ
こ

に
は
含
ま
れ
て

い
る
。
そ
し
て

実
際
、
最
近
ま
で
の
近
代
科

学
者

の
研
究

の
信
念

と
し
て
、
自
然
の
中
の
「
法
則

の
発
見
」
が
掲
げ
ら
れ

て
き

た
。

し

か
し
、

ニ
ュ
ー
ト
ン
物
理
学
の
法
則
は
、
自
然
を
人
間
と
対
等
な
客
と

し
て

捉
え

る
構
え

を
取

っ
て

は
い
な

か
っ
た
と
思
わ
れ

る
。
彼

の
物
理
学
で

は
連
続
の
時
空
間

の
な
か
に
質
点
が
配
さ
れ
て

い
る
。
質
点

は
、
あ
る
物
の

持
つ
す
べ
て
の
質
量

を
無
限

に
狭
い
所
に
掴
み
込
ん
で
作
ら
れ

た
構
成
物
だ



と
言
え
よ
う
。
質
点
は
運
動

し
、
力
に
よ

っ
て
速
度
を
変
化
さ
せ
、
万
有
引

力
で

互
い

に
引

き
合
う
。
速
度
と
は
空
間
を
ど
れ
だ
け
の
時
間
で

詰
め
ら
れ

る
か
と
い
う
性
質
で
あ
り
、
引
き

合
う
物
体
は
衝
突
に
よ

っ
て
、
つ
ま
り
空

間

を
無
く
し
て
そ
の
「
目
的
」
を
達
す
る
。
空
間
は
や
は
り
広
が

っ
た
ま
ま

で

は
い
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。

ち
な
み

に
西
洋
で
は
、
ま
さ
し
く
空
間
拒
否
の
標
語
と
言
え
る
「
自
然
は

真
空
を
嫌
う
」
と
の
考
え
方
が
、
古
代
、
中
世
を
通
じ
て
お
お
む
ね
支
持
さ

れ
た
。

ニ
ュ
ー
ト

ン
が
万

有
引

力
説
の
発
表
を
始

め
と
ま
ど

っ
た
原
因
は
、

こ
の
説
に
真
空
中
の
遠
隔
作
用

、
つ
ま
り
広
が
る
空
間
の
働
き
を
認
め
る
側

面

が
あ

っ
た
か
ら
と
も
言
わ
れ
る
。
そ
れ
で
も

ニ
ュ
ー
ト

ン
の
理
論
に
お

い

て

は
、
全
体
と
し
て

見
れ
ば
、
空
間
は
乗

り
越
え
ら
る
べ
き
も
の
、
い
や
、

方

程
式
に
よ

っ
て
す
で
に
掴
み
込

ま
れ

た
も
の
と
言

え
る
で
あ

ろ
う
。
（
点

の
無
限
の
連
鎖
を
計
算
し
尽

く
す
微
積
分
と
い
う
数
学
！
）

つ
ま

り
こ
れ

ら
幾
何
学
や

物
理
学

の
空
間

は
、

空
間
と

し
て

の
性
質

を

持

っ
て

い
る
と
し
て
も
、
そ
れ
は
距
離
を
無
く
し
て
膕
む
た
め
の
前
提
で
し

か
な

い
。
も
ち
ろ
ん
こ
こ
に
至
れ
ば
、
人
間
の
肉
体
の
持
つ
力
の
役
割

は
大

変
小
さ
く

な
ろ

う
。
だ
が
人
類
は
機
械
を
発
明
し

、
金
槌
が
釘
を
打
ち
込
む

の
と
同
じ
よ
う
に
、
月
や
火
星
に
ロ
ケ
ッ
卜
を
撃
ち
込
む
。
こ
れ
は
人
間
の

掴
み
の
力

の
拡
張
と
言
え
よ
う
。
机
上
の
計
算

に
は
ご
く

わ
ず

か
の
筋
力
し

か
必
要
と
し
な

い
し
、
も
と
よ
り
筋
力

は
計
算

の
本
質
で

は
な

い
。
電
算
機

の

オ
ン
・
オ
フ
の
信
号
が
、
計
算
だ
け
な
ら
人

の
手
よ
り
も
巧
み

に
や

っ
て

く
れ
る
。

だ
が
計
算
結
果

は
実
際
の
物
質
的
検
証

に
よ

っ
て
試
さ
れ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
計
算
は
掴
み
ま
で
の
手
間
、
掴
む
ま
で

に
し
な
け
れ
ば
な
ら

な

い
仕
事
の
指
標
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
る
の
で
あ

る
。

こ

の
よ
う

な
一

連
の
目

的
論
的
作
業

を
受
け
入
れ
る

空
間

の
性
質

は
、

「
隔
た
り
」
と
呼
べ
る
で

あ
ろ

う
。
人

は
こ
れ

を
乗

り
越
え
て
、
オ

ブ
イ
ェ

ク
ト
ゥ
ム
を
掴
ん
で
安
心
す
る
の
で
あ
る
。
西

洋
文
明

の
追
い
求
め
て
き
た

の

は
、
ほ
ぼ
一
貫
し
て
、
掴
み
の
手
許
に
差
し
出
さ
れ
た
オ
ブ
イ

ェ
ク
ト
ゥ

ム
で
あ
る
。
隔
た
り
の
空
間

は
そ
の
前
に
立
ち
は
だ
か
る
敵
役
と
も
見
え
る
。

が
、

オ
ブ
イ

ェ
ク
ト

ウ
ム
は
必
ず
隔
た
り
の
向
こ
う
に
差
し
出
さ
れ
る
の
で

あ

る
。
初
め

か
ら
距
離
が
な
け
れ
ば
主
体
の
み
が
存
在
す
る
こ
と
と
な
り
、

何
事
も
起
こ
ら
な
い
。
隔
た
り
と
は
む
し
ろ
、
目
標

に
導
く
楽
し
み

な
「
前

戯
」
な
の
だ
と
し
た
ほ
う
が
よ
い
の
で

は
な
い
か
。

も
ち
ろ
ん
、
こ
の
隔
た
り
空
間
と
オ
ブ
イ
ェ
ク
ト
ウ
ム
と
の
人
間
に
対
し

て
持
つ
意
義

は
大
き
い
。
西

田
幾
多
郎
で

さ
え
次
の
よ
う

に
言

う
。
「
我
々

の
色

々
な
考
え
る
働
き
は
、
綜
合
と
か
分
析
と
か
い
う
も
の
で
あ
る
が
、
綜

合
分
析

は
発
達
し
て
く
れ
ば
頭
で
考
え
る
と
普
通
に
は
言
っ
て

い
る
が
、
実

は
初

め
は
手

か
ら
段

々
綜
合
分
析
と

い
う
も
の
が
発
達
し
て
き

た
も
の
と
思

う
。
手
と

い
う
も
の
で
物
を
分
け
る
と
か
、
又
手
で

掴
ん
で

い
っ
し
ょ

に
す

る
と

か
い
う
よ
う

に
、
色

々
の
智
力
と
い
う
も
の
は
手
か
ら
発
達
し
た
と
思

わ
れ
る
。
」
こ
れ
こ
そ

「
科
学
技
術
」
と

「
物
質

文
明
」
を
支
え

る
も
の
で

あ

る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
も
う
ひ
と
つ
の
空
間
、
な
い
し
距

離
の
性
質
を
「
広
が

り
」

と
呼

ん
で
お
き

た
い
。
こ
ち
ら

は
掴
み
、
距
離
を
詰
め
な
く
て
も
よ

い
、



そ

れ

自

身

と

し

て

在

る
空

間

で

あ
り

、

掴

み

の
欲

望

を

刺

激

す

る

こ

と

な

し

に
、

あ

る
が

ま

ま

に
目

に
映

る
。

私

た
ち

が

「
客

観

」

に
出

会

い

、

あ

る

い

は

「
客

観

」

が

私

た
ち

を

訪

れ

る

の

は
、

広
が

り

の
中

に

お

い
て

で

あ

る
。

西

洋

で

本

当

に
嫌

わ

れ

た

の

は

広
が

り

の
空

間

で

あ

っ

た
。

瀧

内

氏

は

空

間

を

平

面

化

し

抑

圧

し

た
建

築

物

の
代

表

と

し

て

エ
ジ

プ

ト

の

ピ

ラ

ミ

ッ

ド

を
挙
げ
た
リ
ー
グ
ル
の
言
葉
を
引
い
て
い
ら
れ
る
が
、
こ
こ
で
は
ウ
ィ
リ
ア

ム
・
ジ
ェ
イ
ム
ズ
の
言
う
と
こ
ろ
を
聞
い
て
み
よ
う
。
「
野
蛮
人
に
と
っ
て

は
、

自

然

は

ほ

と

ん

ど

統

一
を

も

ち

え

な

い
の

で

あ

る

。

そ

れ

は

ヴ

ァ

ル
プ

ル

ギ

ス

の

夜

の

行

列

で

あ

っ
て

、

そ

こ

で

は

光

と

形

と

が

い
り

ま

じ

り

、

…

…

世
界

の

無

気

味

さ

、

わ

る

さ

や

多

様

性

、

自

分

達

の

力

の

小

さ

さ

、

魔

術

的

な
驚

異

、
も

の

ご

と

を

動

か

す

す

べ

て

の

も

の

が

説

明

で

き

な

い
と

い

う

状

態
、

こ

う

い

っ
た

も

の

が

た

し

か

に

、

文
化

の

こ

の

段

階

を

も

っ
と

も

よ

く

性
格

づ
け

る

も

の

で

あ

ろ

う

。
」

掴

み
き

れ

な

い

光

や

形

に

満

ち

た

空

間

は

、

人

の

力

の

小

さ

さ

を

思

い
知

ら

せ

る

、

と

い

う

わ

け

で

あ

る

。

こ

の

言

葉

は

。

キ

リ

ス

ト

教

の

土

着

宗

教

に

対

す

る

抑

圧

や

、

こ

と

に

ア

メ
リ

カ

白

人

の

、

ア

ニ
ミ

ズ

ム
の

傾

き

の

強

い

信

仰
を

持

っ
た

「
イ

ン
デ

ィ

ア

ン
」

を

征

服
し

て

の

建

国

の

歴

史

か

ら

、

多

少

割
り

引

い
て

聞

か

な
け

れ

ば

な

ら

な

い

で

あ

ろ

う

が

、

そ

れ

で

も

手

の

中

に

入
ら

ぬ

広
が

り

へ

の

嫌
悪

を

伺

う

に

は
十

分
で

あ

ろ

う

。

ハ
イ

デ

ガ

ー

の
唱

え

た
人

間
以

外

の
世

界

内

存

在

の
様

式

を

特

徴

づ

け

る

「
手

許

存

在

（
Ｚ
ｕ
ｈ
ａ
ｎ
ｄ
ｅ
ｎ
ｓ
ｅ
ｉｎ
）
　

と

は
、

ま

さ

し

く

「
手

中

に

」

で

き

る

オ

ブ
イ

ェ

ク

ト

ウ

ム

の

こ
と

で

あ

っ
た
が

、

彼

は
そ

の
導

入

に
あ

た

っ
て

、

デ
カ
ル
ト
が
空
間

を
単
な
る
広
が
り

に
し
て
し
ま
っ
た
と
批
判

し
た
。

デ
カ

ル
ト
の
立
場

か
ら
の
「
広
が
り
空
間
」
は
、

ハ
イ
デ

ガ
ー
の
考
え

る
ほ
ど
手

許
を
離
れ

た
「
客

観
的
」

広
が
り
で
は
な
く
、
む
し
ろ
幾
何
学
で
余
す
と
こ

ろ

な
く
掴
み
取

れ
る
も
の
だ
っ
た
の
だ
が
、
彼
は
こ
れ
を
誤
解
し
、
も
の
ご

と

の
道
具
性

を
暴

露
す
る
た
め
の
存
在
論
的
目
配
り

の
届

か
な
い
先

に
立
て

ら
れ

た
広
が
り
と
し
て
非
難
し
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
こ

に
も

、
西
洋
文
化
の

広
が
り

に
対
す

る
恐

れ
が
如
実
に
示

さ
れ
て

い
る
。

客

観

の
認

識

道
具
が
人

の
手

の
中

に
入
り
、
相
手
が
こ
ち

ら
の
自
由
に
な
る
と
き
、
私

た
ち

は
相
手

を
認

識
し

た
と
言
え
る
の
だ
ろ
う

か
。
こ
の
問

い

に
肯
定
を

も
っ
て

答
え
る
人
も
、
も
ち
ろ
ん
西

洋
の
思
想
家
の
な
か
に
は
多
い
。
例
え

ば

ジ
ャ
ソ

ー
ピ
ア
ジ

ェ
は
、
知

能
の
発

達
と
認
識

の
完

成
と

は
、
人
間
が

「
同
化

シ
ェ

マ
」
を
あ
ら
ゆ
る
も
の
に
あ
ら
ゆ

る
仕
方
で

適
用

で
き
る
よ
う

に
な
る
こ
と
、
言

い
換
え
れ
ば
宇
宙
の
隅

々
ま
で
思
い
の
ま
ま
に
操
作
で
き

る
よ
う
に
な
る
こ
と
だ
と
考
え
て

い
る
。

し
か
し
、
認
識
す
る
と
い
う
こ
と
が
、
も
し
相
手
の
あ
り
の
ま
ま
を
認
め

る
こ
と
だ
と
す
れ
ば
、
隔
た
り
を
な
く
し
て
■
み
こ
む
こ
と
が
そ
れ
に
あ
た

る
と
は
思
え
な
い
。
こ
の
時
の
相
手
の
有
様
は
、
ど
こ
ま
で

も
こ
ち
ら

の
目

的
に
相
関
し
て

い
る
か
ら
で
あ

る
。
「
対
象
と

観
念
の
一

致
」

と
い
う
真
理

観
は
、
西

洋
的
伝
統
の
主
な
流
れ
の
一
つ
だ
が
、
こ
の
「
一

致
」

に
も
距
離

を
詰

め
た
重

ね
合
わ
せ
に
よ

る
掴
み
が
隠
さ
れ
て

い
る
と
思

わ
れ
る
。



こ
の
短

い
論
考
で
、
認
識
論
の
大
問
題

に
深
く
踏
み
込
む
こ
と
は
到
底
無

理
だ
が
、
一
つ
だ
け
押
さ
え
る
と
す
れ
ば
、

一
致
を
求
め
て
近
づ
く
と
き
、

明
ら
か
だ
と
考
え
ら
れ
る
の

は
ほ
と

ん
ど
の
場
合
、
近
づ

い
て
ゆ
く
こ
ち
ら

側
の
在
り
方
だ
と

い
う
点
を
挙
げ

た
い
。

デ
カ
ル
ト
の
「
我
思
う
」

が
ま

さ

し
く
そ
う
で
あ
る
し
、
イ

ギ
リ

ス
の
「
経

験
論
」
で
も
、
疑

い
無
く
与
え
ら

れ
て

い
る
の
は
、
人
の

「
内

側
」

の
、
距

離
の
な
い
感
覚
や
観
念
で

あ
る
。

フ
ッ
セ
ル
ら

の
「
現
象
学
」

に
お
い
て
も

、
隈

無
く
明
ら

か
な
の
は
「
超
越

論
的
自
我
」
の
働
き
（
L
ｅ
ｉ
ｓ
ｔ
ｕ
ｎ
ｇ
）
で
あ
る
。
そ
れ
ら
は
、
金
槌
を
握
り

こ
む
手
と
同
断
で

は
な

か
ろ

う
か
。

だ
が
、
握
り
こ
む
手
と
握

ら
れ

た
金
槌

と
が
違

う
の
は
初

め
か
ら
分
か
り

き

っ
た
こ
と
で
あ
る
。
金
槌

の
取

っ
手

は
、
握
ら

れ
る
た
め
に
は
細
く
ま

っ

す
ぐ

な
棒
状
で
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
し
、
そ
れ
を
握
る
手

は
内
部

に
空
洞
を

持

っ
た
筒
状
の
形

を
作
ら

な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
手
と
道
具
は
違

う
姿
に
お

い
て

は
じ

め
て
触

れ
あ
い
、
そ
の
違
い
に
お
い
て
こ
そ
一
体
性
が
形

成
さ
れ

る
。と

こ
ろ
が
「
対

象
と
観
念
」
は
同
じ
姿
で
重
ね
合
わ
せ
う
る
も
の
で
な
け

れ
ぱ
な
ら
な
い
は
ず
で
あ
る
。
道
具
と
し
て
の
一
体
化
は
客
観
と
し
て
の
相

手

と
の
一
致
は
も
た
ら
さ
な
い
か
ら
、
そ
の
違

い
が
さ
ら

に
一
致
し
よ
う
と

い
う
欲
望
を
産
み
出
す
。
そ
し
て
、
一
致
し
よ
う
と
近
づ
き
。
強
く
握

る
ほ

ど
、
む
し
ろ
客
観
と
し
て
の
相
手
と

「
主
観
」
と
の
違

い
は
際
立

っ
て
く

る

の
で
は
な

い
か
。
そ
こ
で
実
現
さ
れ
る

の
は
あ
く
ま
で

「
自
分
の
自
由
」
で

し
か
な
い
か
ら
で
あ
る
。
客
観
は
、
こ
ち
ら
の
都
合
に
よ
っ
て
現
わ
れ
て
は

く
れ
な

い
か
ら
こ
そ
、
客
観

な
の
で
あ

る
。

ア
ン
リ
・

ワ
ロ
ン
は
、
ピ
ア
ジ
ェ
の
知
能
観
を
「
場
面

の
知
能
」
と
し
て

限
定
的

に
の
み
位
置

づ
け

、
目
的
が
達
成
さ
れ
れ
ば
消
滅
す

る
活
動
で
あ
り
、

そ
こ
か
ら
は
自
己
と

客
観
と
の
区
別
や

、
客
観
相
互

の
関
係
の
認
識

は
産
ま

れ
て

こ
な
い
と
批
判

し
た
。
ワ

ロ
ン
に
よ
れ
ば
、
目
的
達
成
の
動
作

に
吸
収

し
き

れ
な
い
、
「
真
似
」

や
「

ふ
り
」

な
ど
の
活

動
に
起
源

を
持
つ
自
分

と

相
手

の
、
ま
た
相
手

ど
う
し
の
似
通
い
の
認

め
が
、
違
い
な
が
ら
も
係
わ
り

あ
う
複
数
の
も
の
ご
と
の
在
る
こ
と
の
理
解

に
通
じ
る
の
だ
と
い
う
。
掴
み

の
欲
望
の
図

式
を
は
み
出
す
も
の
が
、
広
が
り

の
中
で
互
い
に
出
会
い
係
わ

り
あ
う
客
観
や
自
己

の
認
識
を
導
く
わ
け
で
あ

る
。

「
客
観
」
と
い
う
言
葉
を
作
り
だ
し
た
日
本
人

に
と

っ
て
親
し
み
や
す
い
の

は
、
も
ち
ろ
ん
こ
の
後
者
の
議
論
で

あ
ろ
う
。
人
間
は
自
然
の
中
で

特
別
な

主
体
で
も
な
け
れ
ば
霊
長
で
も
な
く
、
あ
ら
か
じ

め
他
の
あ
ら
ゆ
る
も
の
と
、

異
な
り
な
が
ら
も
対
等

に
、
共

に
在
る
と
い
う
考
え
方

は
、
今
日
で

は
む
し

ろ
平
凡
な
主
張
と
も
な
り
つ

つ
あ

る
。
空
間
の
広
が
り

の
距
離

を
共
存
の
場

と
し
て
認

め
、

か
な
ら
ず
し

も
隔

た
り
の
取
り
去
り
を
予
定
し

な
い
観

点
は
、

今
西
錦
司
の
「
棲
み
分
け
」

を
基
礎

に
置
く
進
化
論
に
も
通
ず

る
で

あ
ろ

う
。

正
岡
子
規

は
、
自

ら
も

「
客
観
」
と

い
う
言
葉
を
多
用

し
な
が
ら

、
文
学

と
し
て
、
特

に
短
詩
形
式

に
お
い
て
客
観
を
描
く
こ
と
の
必
要

を
説

い
た
。

そ
の
客
観
的

な
俳
句

の
良
い
例
の
ひ
と
つ

に

五
月
雨

や
垣

根
の
白
き
草
の
花
　
叟
柳

を
挙
げ
て

い
る
。

垣
に
白
い
花
が
咲
く
。
私

は
取
ろ
う
と
い
う
の
で

も
、
見



せ

物

に

し

て

金

を

得

よ

う
と

い

う

の
で

も

な

い
。

た

だ
五

月
雨

の

降

る

広
が

り

の

空

間

の

中

に

、
私

も

い
れ

ば

そ
の

白

い
花

も

咲
く

。

何

の

た

め

に
在

る

の

か
を

、

人

が

わ
ざ

わ
ざ

企

ん

だ
り

気

遣

っ

た
り

し

て

「

暴

露
」

す

る

必
要

も

な

く

、

た
だ

「

あ
り

の

ま

ま

に
正

直

に
詠

む

が

よ

ろ
し

く
候

」

と

い

う

の

で

あ

る

。

も

ち

ろ

ん
客

観

が

「
主

観

」

と

一

致

せ

ず

、
「
客

」

と

し

て

の

自

由

を

持

つ
と
し
て
も
、
そ
れ
で
世
界
の
す
べ
て
が
互
い
に
よ
そ
よ
そ
し
く
た
だ
並
存

す

る
と

い

う

心
配

は

な

い
。

先

号

で

論

じ

た
安

藤

昌

益

は

、

世
界

の
す

べ
て

の

も

の

ご

と

は
そ

れ

自

身

単
独

で

は
成

り

立

た
ず

、

他

の

何

も

の

か

と

一
体

で

あ

る

こ

と

を

「
互

性

」

と

し

て

説

い

た
。

私

の

立
場

か

ら

は

掴

み
え

ず

係

わ

り

を

拒

む

よ

う

に
、

あ

る

い

は
自

由

を

妨

げ

る

よ
う

に
思

わ
れ

る
も

の
も

、

よ

り

大

き

な

、

根

本

的

な

立

場

か
ら

す

れ

ば

も

う

す

で

に

私

に

一

致
し

て

い

る

。

な

ぜ

な

ら

、

見

か
け

の
自

律

性

の

背

後

を

、

実

は
既

に
共

に

在

る
係

わ

り

が

支

え

て

い

る

か
ら

で

あ

る
。

こ

う

い

う
客

観

に
満

た

さ
れ

た

広
が

り

の
空

間

の

中

で

は

、

客

観

を

知

る

こ

と

が

己

れ

を

知

る
こ

と

と

な
り

、
相

手

の

立

場

を

生

か

す

こ

と

が
己

れ

の

自

由

を

実

現

す

る
と

い

う

「
逆

説

」

が

、

本

来

矛

盾

な

く

実
現

す

る

は

ず

で

は

あ

る

。

だ

が

、

そ

の
有

様

の
詳

ら

か
な

説

き

明

か
し

は

、

ま

た

機

会

を

改

め

ね

ば

な

ら

な

い
。

（
１
）

「
客

観
」

は
古
代
中
国
語
で
は
「
外
観
」
「
見
栄
え
」

な
ど
の
意
味
が
あ
る
。

（
２
）
　
瀧
内
槇
雄

「
物
の
認
識
と
風

景
の
直
観
」
平

成
９
年

『
比

較
思

想
研

究
』

2
3

号

（

３

）
　

ユ

ン

グ

派

の

心

理

療

法

家

ヒ

ル

マ

ン

は

、

近

代

的

な

自

我

を

ギ

リ

シ

ャ

神

話

の

怪

力

の

英

雄

に

な

ぞ

ら

え

、

「

ヘ

ー

ラ

ク

レ

ー

ス

張

り

の

我

れ

Ｈ

ｅ
ｒ

ｃ
ｕ

ｌ
ｅ
ａ

ｎ

ｅ
ｇ

ｏ

」

と

呼

ん

だ

。

彼

は

、

こ

の

世

の

現

実

を

機

械

的

お

よ

び

生

命

的

な

力

で

変

革

し

利

用

し

よ

う

と

す

る

構

え

を

近

代

の

支

配

的

な

流

れ

と

捉

え

、

こ

れ

に

逆

ら

っ

て

、

力

の

な

い

、

気

に

満

た

さ

れ

た

世

界

、

死

と

魂

の

世

界

の

重

要

性

を

説

い

た

。

Ｈ

ｉ
ｌ
ｌ
ｍ

ａ
ｎ
,

　
Ｊ
ａ
ｍ

ｅ
ｓ
,
　
"

Ｔ

ｈ
ｅ

　
Ｄ

ｒ
ｅ

ａ
ｍ

　
ａ

ｎ

ｄ

　
ｔ
ｈ
ｅ

　
Ｕ

ｎ

ｄ
ｅ

ｒ
w

ｏ

ｒ

ｌ
ｄ

”

，

１
９
７

９

　
Ｈ

ａ
ｒ
ｐ

ｅ

ｒ

　
＆

　
Ｒ

ｏ
w
,

　

Ｎ

ｅ
w

　
Ｙ

ｏ

ｒ

ｋ

（

４

）
　

西

田

幾

多

郎

「

信

濃

哲

学

会

の

た

め

の

講

演

」

『

西

田

幾

多

郎

全

集

』

第
1
4

巻
　

ｐ
.
 ２
７

９
　

岩

波

書

店

（
５
）
　
Ｊ
ａ
ｍ
ｅ
ｓ
,
　
Ｗ
ｉ
ｌ
ｌ
ｉ
ａ
ｍ
,
"
Ａ
　
Ｐ
ｌ
ｕ
ｒ
ａ
ｌ
ｉ
ｓ
ｔ
ｉ
ｃ
　
Ｕ
ｎ
ｉ
ｖ
ｅ
ｒ
ｓ
ｅ
 
ｐ
.
 
１
５
（
ｂ
ｕ
ｒ
ｋ
ｈ
ａ
ｒ
ｄ
ｔ
,

Ｆ
.
　
Ｈ
・
　
ｅ
ｔ
ｃ
.
)
 
Ｈ
ａ
ｒ
ｖ
ａ
ｒ
ｄ
　
Ｕ
ｎ
ｉ
ｖ
ｅ
ｒ
ｓ
ｉ
ｔ
ｙ
　
Ｐ
ｒ
ｅ
ｓ
ｓ
,
　
１
９
７
７
，
『
多
元
的
宇
宙
』
ｐ
・
 
１
８

吉

田

夏

彦

訳
　

日

本

教

文

社
　

昭

和
3
6

（

６

）
　

ウ

ィ

リ

ア

ム

・

ジ

ェ

ー

ム

ズ

は

し

か

し

、

晩

年

に

は

心

霊

術

な

ど

霊

的

な

世

界

に

関

心

を

寄

せ

る

と

と

も

に

神

経

症

を

病

ん

で

い

た

。

手

が

か

り

の

な

い

広

が

り

の

空

間

の

重

要

性

に

気

付

き

な

が

ら

、

近

代

的

目

的

論

の

極

致

と

も

言

う

べ

き

プ

ラ

グ

マ

テ

ィ

ズ

ム

の

か

つ

て

の

旗

手

と

し

て

は

、

そ

れ

に

適

切

に

係

わ

り

き

れ

な

か

っ

た

の

で

あ

ろ

う

。

（
７
）
　
Ｈ
ｅ
ｉ
ｄ
ｅ
ｇ
ｇ
ｅ
ｒ
,
　
Ｍ
ａ
ｒ
ｔ
ｉ
ｎ
　
（
１
９
７
２
）
,
　
"
Ｓ
ｅ
ｉ
ｎ
 
ｕ
ｎ
ｄ
　
Ｚ
ｅ
ｉ
ｔ
”

，

（

ｏ
ｒ
ｇ
.

 １

９
２

７
　

Ｍ

ａ

ｘ

Ｎ

ｉ
ｅ
ｍ

ｅ
ｙ

ｅ
ｒ

　
Ｖ

ｅ
ｒ

ｌ
ａ
ｇ
｢

　
Ｔ

ｕ

ｂ

ｉ
ｎ
ｇ

ｅ
ｎ

」
　

§
１

９

（

８

）
　

Ｐ

ｉ
ａ
ｇ

ｅ

ｔ
,
　

Ｊ
ｅ

ａ
ｎ

　

（

１
９

３
６

）
,　

”

」
ａ

 

ｎ

ａ

ｉｓ
ｓ
ａ
ｎ

ｃ

ｅ

　

ｄ
ｅ

　

ｌ
,ｉ
ｎ

ｔ
ｅ

ｌ
ｌ
ｉｇ

ｅ

ｎ

ｃ
ｅ

 

ｃ

ｈ
ｅ
ｚ

ｌ
'
ｅ
ｎ
ｆ
ａ
ｎ
ｔ
"
,
　
Ｄ
ｅ
ｌ
ａ
ｃ
ｈ
ａ
ｕ
ｘ
　
ｅ
ｔ
　
Ｎ
ｉ
ｅ
ｓ
ｔ
ｌ
ｅ
,
邦
訳
『
知
能
の
誕
生
』
訳
者
 
;
 
谷
村

覚

・

浜

田

寿

美

男
　

昭

和
5
3
　

ミ

ネ

ル

ヴ

ア

書

房

（

９

）
　

た

だ

し

、

こ

れ

は

道

具

的

な

掴

み

の

理

論

的

側

面

で

の

話

で

あ

る

。

実

際

に

膕

も

う

と

す

る

と

き

に

は

、

ま

ず

広

が

り

空

間

の

な

か

に

共

存

し

て

出

会

い

、

客

観

は

む

し

ろ

は

じ

め

に

姿

を

曝

し

て

い

る

。

掴

み

の

理

論

で

は

こ

の

こ

と

が

分

か

ら

な

く

な

る

。



（
1
0

）
　

Ｗ

ａ

ｌ
ｌ
ｏ

ｎ

，
　

Ｈ

ｅ
ｎ

ｒ

ｉ
　
（

１

９
７

０
）
｢

。
’Ｄ

ｅ

　

ｌ
，ａ
ｃ

ｔ
　

ａ

　

ｌａ

　

ｐ
ｅ

ｎ

ｓ
ｅ
ｅ

”
,

　

Ｆ

ｌａ

ｍ

ｍ

ａ
ｒ

ｉ
ｏ

ｎ

，

Ｐ
ａ

ｒ

ｉｓ

（

1
1

）
　

今

西

錦

司

『

私

の

霊

長

類

学

』

昭

和
5
1

年
　

講

談

社

学

術

文

庫

（
1
2
）
　
正
岡
子
規
「
松
羅
玉
液
」
『
正
岡
子
規
』
筑
摩
日
本
文
学
全
集
　
一
九
九
二

筑

摩

豊

房
　

ｐ
.

 １
２
８

（

1 3

）
　

正

岡

子

規

「

歌

よ

み

に

与

う

る

書

」

同

右
　

ｐ
.
 ３

４
２

（

1 4

）
　

拙

論

「

安

藤

昌

益

に

み

る

自

然

の

一

な

る

こ

と

及

び

方

法

と

し

て

の

却

け

―
否
定
神
学
と
の
比
較
を
通
し
て
―
」
『
比
較
思
想
研
究
』
2
3
号
　
平
成

９

年

（
じ
つ
か
わ
・
み
き
ろ
う
、
哲
学
・
臨
床
心
理
学
、

姫

路

獨

協

大

学

助

教

授

）
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