
〈
研

究

論
文

２
〉

西
田
哲
学
に
お
け
る
「
習
慣
」
の
意
義

―

ラ
ヴ
ェ
ッ
ソ
ソ
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
、
メ
ー
ヌ
・
ド
・
ビ
ラ
ン
の
受
容
に
お
い
て
―

序

本
稿
は
表
題
の
示
す
通
り
、
西
田
哲
学

に
お
け

る
「
習
慣
」
を
主
題
と
す

る
も
の
で
あ
る
。
現
在
の
研
究
状
況
に
鑑
み

る
に
、
西
田
哲
学

に
お
い
て
習

慣
が
重
要
性
を
有
し
て
い
る
と
認
識
さ
れ
て

い
る
と

は
言

い
難

い
。
否
、
西

田
に
お
い
て
習
慣
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
自
体
、
必
ず
し
も
周
知
の
こ
と

と
は
言
え

な
い
。
管
見
に
入
っ
た
か
ぎ
り
、
西
田

に
お
け
る
習
慣
の
意
義

に

着

眼
し
た
も

の
と
し
て

は
、
西

田
の
弟
子
で

あ
る
三
木
清
が

、
「
西

田
哲
学

の
性
格
に
つ
い
て
―
問
う
者
に
答
え
る
―
」
と
題
さ
れ
た
論
稿
に
お
い

て
、
西

田
哲
学
の
思
想

を
「
習

慣
性
、
日
常

、
Ｓ
ｉｔｔｅ

な
ど
を
考
え

る
論
理

的
基
礎
と

な
り
得

る
も
の
と
し
て
重
要
で

あ
る
と
思
う
」

と
わ
ず

か
に
論
及

し
て

い
る
が
。
西
田

に
お
け
る
習
慣

の
位
置

づ
け

と
意
義

に
関
し
て

は
そ
れ

以
上
論
じ
ら
れ
て
い
な
い
。
ま
た
、
西
田
自
身
も
、
一
般
に
哲
学
に
お
い
て

習
慣
が
「
重
要
な
役
目
」
を
荷
う
も
の
と
は
見
な
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
を
認

め
て

い
る
。
し

か
し

な
が
ら
、
西
田

は
比
較
的
初
期
か
ら
習
慣

に
関
し
て
言

及

し
て

お
り

、
就
中
、
後
期

に
お

い
て
は
習
慣
が
「
重
要
な
役
目
」
を
荷
え

る
も
の
と
し
て
提
示

さ
れ
て

い
る
。
習
慣
が
必
ず
し
も
十
分

に
は
着
目
さ
れ

て

こ
な
か
っ
た
理
由
と
し
て

は
、
習
慣
が
重
要
な
文

脈
で
提
示
さ
れ
て
い
る

に
も

か
か
わ
ら
ず
比
較
的
言
及
が
少
な
く
、
後
期
で

は
二
つ
の
論
文
に
お
い

て

の
み
集
中
的

に
論
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
、
ま
た
習
慣
が
や
や
唐
突
に
出
さ

れ
て
き
て

い
る
観
が
あ
り
、
後
期
哲
学
全
体
に
お
い
て

い
か
な
る
位
置
を
占

め
、

い
か
な
る
意
義
を
有
す
る
か
が
必
ず
し
も
明
ら

か
で
な
い
こ
と
が
挙
げ

ら
れ

る
。
し
た
が

っ
て
後
期
西

田
哲
学
に
お
い
て
習
慣
を
位
置
づ
け

、
そ
の

意
義
と
重
要

性
が
明

ら
か
に
さ
れ
ね
ば

な
ら

な
い
。

西

田
は
習
慣
を
論
じ
る
上
で

、
い
わ
ゆ

る
フ
ラ
ン
ス
・
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
リ

ズ
ム
の
系
譜
の
哲
学
者
の
所
論

を
踏
ま
え
て

い
る
。
初
期
に
お
い
て

は
ベ
ル

の意義１　西田哲学におけ る「習慣」37
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ク

ソ

ン

（
一

八
五

九

～

一

九

四

一

）

と

メ

ー

ヌ

・

ド

・

ビ

ラ

ン

（

一
七

六

六

～

一

八
二
四
）
を
、
後
期
に
お
い
て
は
さ
ら
に
ラ
ヴ
ェ
ッ
ソ
ン
（
一
八
二
三
～
〒
一
九

〇

〇

）

を

踏

ま

え

て

い

る

。

し

た

が

っ

て

本

稿

に

お

い

て

は

、

西

田

が

三

人

の

所

論

を

如

何

に

、

ま

た

如

何

な

る

方

向

で

受

容

あ

る

い

は

批

判

し

た

か

を

検

討

す

る

こ

と

を

通

じ

て

、

西

田

に

お

け

る

習

慣

の

意

義

と

特

徴

を

解

明

す

る

こ

と

が

課

題

で

あ

る

。

一
　

習

慣

と

「

意

識

」

の

生

起

―
ベ
ル
ク
ソ
ン
お
よ
び
ビ
ラ
ン
に
対
し
て
ー

序

に

お

い

て

、

前

期

に

お

い

て

も

習

慣

に

関

し

て

言

及

が

な

さ

れ

て

い

る

と

述

べ

た

。

後

期

に

比

し

た

場

合

、

前

期

に

お

い

て

は

習

慣

が

必

ず

し

も

重

要

性

を

有

し

て

い

る

と

は

言

い

難

い

に

せ

よ

、

前

期

の

習

慣

論

と

後

期

の

そ

れ

と

の

間

に

は

密

接

な

繋

が

り

が

存

す

る

。

前

期

に

お

い

て

は

、

習

慣

は

あ

る

種

の

「
意

識

」

と

の

連

関

に

お

い

て

論

じ

ら

れ

て

い

る

。
『
芸

術

と

道

徳

』
（
一

九

二

三

年

）

に

収

め

ら

れ

た

論

文

「
美

の

本

質

」

に

お

い

て

、

ベ

ル

ク

ソ

ン

の

所

論

が

踏

ま

え

ら

れ

つ

つ

、

西

田

自

身

の

自

論

が

展

開

さ

れ

て

い

る

。

ベ

ル

ク

ソ

ン

は

そ

の

著

『
創

造

的

進

化

』
（
一

九

〇

七

年

）

に

お

い

て

無

意

識

を

二

つ

に

区

別

し

て

い

る

。

一

つ

は

「
無

い

意

識

（
ｃ
ｏ
ｎ
ｓ
ｃ
ｉｅ
ｎ
ｃ
ｅ
　ｎ
ｕ
ｌｌｅ
）
」
（
１
４
４
／
１
６
８
）

で

あ

り

、

一

つ

は

「

無

く
さ
れ
た
意
識
（
ｃ
ｏ
ｎ
ｓ
ｃ
ｉ
ｅ
ｎ
ｃ
ｅ
　
ａ
ｎ
ｎ
ｕ
ｌ
ｅ
ｅ
）
」
で
あ
る
（
前
者
に
関
し
て
は

割

愛

す

る

）
。

後

者

は

、

習

慣

に

よ

っ

て

機

械

的

に

な

さ

れ

る

に

至

っ

た

行

動

等

に

見

ら

れ

る

よ

う

に

、
「
行

為

の

表

象

が

行

為

そ

の

も

の

の

遂

行

に

よ

つ
て

阻

ま

れ

る

」
（
１
４
５
／
１
６
８
）

こ

と

に
起

因

す

る

無

意

識
で

あ

る
。

そ

の

事

例

に

お

い

て

も

何
ら

か

の
障

害

に
よ

っ
て

行

為

の

遂

行

が

阻

ま

れ

る
な

ら

ば

意

識

が

現

れ

る

こ

と

か

ら

、
実

は
意

識

は
そ

こ

に
あ

っ
た

の

で

あ

る
が

、

行

為

の

遂

行

に
よ

っ
て

行

為

の

表

象

が

「
相

殺

」
（
１
４
４
／
１
６
８
）

さ

れ
て

い

た
の

だ

と

ベ

ル

ク
ソ

ン
は

解

し

て

い

る
。

右

の

よ

う

な

習

慣

に

関

す

る

ベ

ル

ク

ソ

ン

の

論
及

に
着

目

し

、
西

田

は
独

自

の

思

索

を

展

開

し

て

い

る

。

右

の

ベ

ル

ク

ソ

ン

の
所

説

を

踏

ま

え

た
上

で

、

次

の

よ

う

に

述

べ

て

い

る
。
「
単

な

る

無

意

識

と

異

な

っ

た

「
無

く

な

っ
た

意

識

」

と

は
動

作

に
よ

っ
て

塞

が

れ

た

も

の

で

は

な

く

、
動

作

を

内
面

化

し

た

も

の

で

な

け

れ

ば

な

ら

ぬ

。

練

達

に

よ

っ
て

得

た

い

わ
ゆ

る
受

用

底

と

い

う

の

は
単

に
機

械

的

習

慣

で

は

な

い

。

画

家

が

画

を

描

く
場

合

、

む

ろ

ん

概

念

的

判

断

に
従

う

の

で

は

な

い
が

、

ま

た

単

に

自
動

的
運

動

で

は
な

い

。

そ

こ

に

は
力

の
自

覚

が

な
け

れ

ば

な

ら

ぬ

、

反

省

的

自

覚

で

は

な
く

し

て

、
行

為

的

自
覚

が

な
け

れ

ば

な

ら

ぬ
、

い
わ

ゆ

る

ス

タ
イ

ル
と

は
行

為

的

自

覚

で

あ

る
。

…

…

動
作

に

よ

っ
て

塞

が

れ

る
こ

と

に
よ

っ
て

。

す

な

わ
ち

主

客

合

一

に

よ

っ
て

生

ず

る

意

識

が

あ

る

の

で

あ

る

」
（
三
・
二
八
一

～
二
八
二
、
傍
点

は
全
て
引
用
者
）
。

こ

の

言

葉

は

一

見

す

る
と

、

ベ

ル

ク

ソ

ン

の
所

論

に
批

判

が

加

え

ら

れ

て

い

る

よ

う

に

見
受

け

ら
れ

る

が
、

そ

の
実

、

必

ず

し

も

批
判

が

な

さ
れ

て

い

る

の

で

は

な

い

と

考

え

ら

れ

る
。
「
無

く

さ
れ

た
意

識
」

に

関

す

る

習

慣

の

事

例

と

し

て

、

ベ

ル

ク
ソ

ン

が
挙

げ

る

の

は

「
習

慣

的

な
行

動

を

機

械

的

に
や

っ
て

の
け

る
」
（
１
４
５
／
１
６
８
）

ケ

ー

ス
で

あ

る

。

そ

の

種

の

事

例

に
お

い
て

行

動

が

自

動

的

・

機

械

的

に

な

さ

れ

る
こ

と

に
関

し

て

は
西



田
も
認

め
る
と
考
え
ら

れ
る
。
ベ
ル

ク
ソ
ン
と
異
な
る
の
は
、
西
田
が

「
無

く
さ
れ
た
意
識
」

に
関
す
る
習
慣
の
事
例
と
し
て
、
芸
術
家
の
創
作
活
動

に

見
ら

れ
る
よ

う
な
「
練
達
」

を
念
頭
に
置
い
て
い
る
こ
と
で
あ

る
。
練
達

に

お
い
て

も
機
械

的
習

慣
と
同

様
、
通
常
の
意
識
や
概
念
的
判
断

は
無
く

な
る

の
だ
が
、

そ
こ

に
は

「
力

の
自

覚
」

あ

る
い
は

「
行
為

的
自

覚

（
ス

タ
イ

ル
）
」

が
あ
り
、
あ

る
種
の
意
識

が
生
ず

る
と

い
う
相
違
が

あ
る
。
練
達

に

お
い
て
生
ず
る
右
の
意
識
は
―
西
田
研
究
者
に
は
周
知
の
―
「
骨
」
で

あ
る
と

考
え

ら
れ

る
。
『
自
覚

に
於
け

る
直
観

と
反
省
』
（
一
九
四
七
年
）
に

お
い
て

、
骨

は
認
識
対

象
と
し
て
意
識
さ
れ
る
も
の
で

は
な
く
、
芸
術
家
等

が
「
一
種
の
力
」
（
二
・
二
六
二
）
と
し
て
意
識
す

る
も
の
で
あ
り

、
概
念
的

知
識

に
も
増
し
て
「
明
瞭
」

か
つ
「
精
細
」

な
意
識
で

あ
る
と
述
べ
ら
れ
て

い
る
。

そ
れ

は
ま
さ

に
こ
こ
で

言
わ
れ
て
い
る
「
力
」

の
自
覚
と
し
て
の
ス

タ
イ

ル
で
あ

る
と
考
え

ら
れ
る
。

以

上
の
よ

う
に
『
芸
術
と
道
徳
』
に
お
い
て
は
、
ベ
ル

ク
ソ

ン
の
所
論
を

踏
ま
え

な
が
ら

も
、
機
械
的
習
慣
に
代
え
て
練
達
を
考
察
の
対
象
と
す

る
こ

と
を
通
じ
て

、
習
慣

が
あ
る
種
の
意
識
を
生
ぜ
し
め
る
意
義
を
有
す
る
も
の

と
し
て

把
捉

さ
れ
て

い
る
と
い
え

る
。
同
著
に
収
め
ら
れ
た
論
文
「
感
情
の

内
容
と
意
志

の
内
容
」

に
お
い
て
も
、
や
は
り
「
意
識
作
用

」
と
の
連
関
に

お
い
て
習

慣
が
取

り
上
げ

ら
れ
て

い
る
。
同

論
文
に

お
い
て

は

メ
ー
ヌ
・

ド
・
ビ
ラ
ン
の
所
論

が
取
り

上
げ
ら
れ
て
い
る
。
認

識
論
に
お
い
て

、
我
々

は
音

を
聴
く
こ
と

は
で
き

る
が
聴
く
こ
と
を
聴
く
こ

と
は
で

き
な
い
と
し
て
、

「
意

識
作
用
」

の
認
識

を
否
定
す

る
見

解
が
あ
る
が
、
そ

れ
に
対
し
て
西

田

は
意
識
作
用

は
反
省

に
よ
っ
て
対
象
化
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
も
の

で

は
な
い
と
す

る
。
そ
し
て
意

識
に
「
相
反
す

る
両

傾
向
」
（
三
・
三
三
一
～

三
三
二
）
が
あ
る
と

洞
察

し
、
反

省
・
対

象
化
と
は
逆
方
向

に
意
識
作
用
の

知
を
模
索
し
て

い
る
。
そ
こ
で
手
掛
か
り
と
さ
れ
て

い
る
の
が
、

ビ
ラ
ン
の

習
慣

に
関
す

る
著

名
な
所
論
で
あ
る
。
ビ
ラ
ン
は
い
わ
ゆ

る
『
習
慣
論
』
に

お

い
て
習
慣
を
受
働
的
習
慣
と
能
働
的
習

慣
の
二
つ
に
区
別
し
て

い
る
。
前

者

に
お

い
て

は
、
印
象
が

一
定
期
間
持
続
さ
れ

る
か
あ

る
い
は
し
ば
し
ば
反

復
さ
れ
る
こ
と

に
よ
っ
て
漸
次
弱
め
ら
れ
不
明
瞭
と
な

る
。
例
え
ば
香
り
や

味

に
慣
れ
る

に
従

っ
て
そ
れ
ら
を
感
じ
な
く
な
る
。
そ
れ

に
対
し
て
能
働
性

を
有
す
る
知
覚
に
お
い
て
は
、
反
復
に
よ
っ
て
印
象
は
明
瞭
と
な
る
（
7
4
）
。

西

田
は
、
後
者
の
能
働
的
習
慣
に
よ
っ
て
こ
そ
、
対
象
化
に
よ

っ
て
は
知
り

得
な
い
意
識
作
用
が
知
ら
れ
る
と
洞
察
し
て

い
る
。
ビ
ラ

ン
の
能
働
的
習

慣

を
踏
ま
え

つ
つ
、
次

の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
私

は
右
の
如
き

有
意
的
努

力
の
意
識
が
あ

っ
て
、
始

め
て
作
用
の
意
識
と

い
う
も
の
が
成
立
す
る
と
思

う
。
我

々
は
聴
く
こ
と
を
聴
く
こ
と
は
で
き

ぬ
。
視
る
こ
と
を
視

る
こ
と
は

で
き
ぬ
。
し

か
し
・・・
こ
れ
ら
を

メ
ー
ン
・
ド
ゥ
・
ビ
ラ

ン
の
い
わ
ゆ
る
能
働

的
感
覚
と
し
て
知
る
こ
と
が
で
き
る
」
（
三
・
三
三
一
～
二
三
二
）
。
こ
こ
で
西

田
は
、
ビ
ラ
ン
の
能
働
的
感
覚
に
よ

っ
て
視
る
作
用
が
意
識
さ
れ
る
と
捉
え

て
い
る
が
、
ビ
ラ

ン
に
お

い
て
は
、
習
慣

を
通
じ
て
知
覚
対
象
が
判
明
に
な

る
と
は
述
べ
ら
れ
て
い
て
も
、
知
覚
作
用
が
知
ら
れ
る
と
は
直
接
的
に
は
述

べ
ら
れ
て
い
な
い
。
む
し
ろ
有
意
的
運
動
が
反
復
に
よ

っ
て
容
易
か
つ
敏
活

に
な
る
に
つ
れ
、
運
動
あ
る
い
は
努
力
が
意
識
さ
れ
な
く
な
る
と
述
べ
ら
れ
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て
お
り
（
1
0
1
）
、
そ
こ
に
西
田
の
言
う
よ
う
な
「
有
意
的
努
力
の
意
識
」
や

「
作

用
の
意
識
」
が

存
す

る
と

は
述
べ
ら
れ
て

い
な
い
。
し
た
が

っ
て

能
働

的
習
慣
に
お
い
て
意
識
作
用

が
知
ら
れ
る
と
す
る
の
は
、
西
田
自
身
の
洞
察

を
読
み
込
ん
だ
も
の
だ
と
考
え

ら
れ
る
。

こ
こ
で
能
働
的
習
慣
に
お
い
て
知
ら
れ
る
と
さ
れ
る

「
意
識
作
用
」

は
、

「
真
の
自
我
の
直
接
の
意
識
あ
る
い
は
体
験
」
（
三
・
三
三
一
～
三
二
二
）
と
換

言
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
自
覚
の
意
義
を
有
し
て

い
る
と
考
え
ら
れ

る
。

西

田
の
次
著

『
働
く

も
の
か
ら
見

る
も
の

へ
』
（
一
九
二
七
年
）
の
「
前
編
」

に
お
い
て
も
そ
の
洞
察
が
引

き
継
が
れ
て
い
る
。
同
著
で
は

メ
ー

ヌ
・
ド
・

ビ
ラ
ン
の
能
働
的
習
慣
に
論
及

す
る
文
脈
で
、「
我
々
が
技
術
を
習
う
場
合
、

そ
れ
が
習
慣
と
な
る
に
従
っ
て
、
一
種
の
確
信
を
伴
う
」
（
四
・
六
六
～
六
七
）

と
い
う
西

田
独
自
の
事
例
が
挙
げ
ら
れ
、
そ
の

「
確
信
」
に
お
い
て
「
働
く

自
己
の
意
識
」
（
四
・
六
六
～
六
七
）
あ
る
い
は
「
意
志
の
自
覚
」
（
四
・
六
六

土
（

七
）
が
存
す

る
と
洞
察

さ
れ
て
い

る
。
そ

し
て
習
慣

に
関
し

て
次
の
よ

う
に

い
わ
れ
て

い
る
。
「
習
慣
と

い
う
の

は
、

か
か
る
意
味

に
お
い
て
、
自

己
が

自
己
の
内

容
を
明
ら

か

に
す
る
一

種

の
知
的
作
用

と
も
考
え

得

る
」

（
四
・
六
六
～
六
七
）
。
こ
こ
で
も
、
前
著
と
同
様
に
、
能
働
的
習
慣
が
「
自

覚
」
を
生
ぜ
し

め
る
も
の
と
し
て
把
捉
し
直

さ
れ
て

い
る
と

い
え

る
。

二
　

創

造

の

契

機

と

し

て

の
習

慣

―
ベ
ル
ク
ソ
ン
批
判
を
通
じ
て
ー

以

上

の
よ

う
に
、
西

田
の

前
期

か
ら

中

期
に

か
け

て

は
、
習

慣
が

「
行

為
」
と
「
意
識
」
と
い
う
連
関

に
お
い
て
取
り
上
げ
ら
れ
、
ベ
ル

ク
ソ
ン
や

メ
ー
ヌ
・
ド
・
ビ
ラ
ン

に
独
自
の
読
み
込
み
を
加
え
転
釈
す

る
こ
と
を
通
じ

て
、
習
慣
が
「
自
覚
」
の
意
識
を
生
ぜ
し
め
る
意
義
を
有
し
て
い
た
と
概
括

す

る
こ
と
が
で
き
る
。

西
田
の
後
期
哲
学
に
お
い
て
は
物
を
作
る
ポ
イ
エ
ー
シ
ス
が
主
題
化
さ
れ

る
が
、
そ
こ
で

は
習
慣
も
よ
り

広
い
視
圏

に
お
い
て
問
題

に
さ
れ
前
期

に
比

し
て
積
極
的

か
つ
重
要

な
意
義

を
有
す
る

に
至
っ
て
い
る
。
次
の
言
葉

は
、

習
慣
が
歴
史
的
世
界
の
創
造

に
深
く
関
わ

っ
て
い
る
こ
と

を
示
し
て
余
り
あ

る
で
あ
ろ
う
。
「
歴
史
的

に
物
が
形
成
せ
ら
れ

る
と

い
う
の
は
、
…
…
偶
然

に
物
が
現
れ
る
と

い
う
こ

と
で

な
く
、
そ
こ
に
習
慣
と
い
う
も
の
が

な
け
れ

ば

な
ら
な

い
。
…
…
場
所

的
な
る
世
界
の
自
己
限
定
は
習
慣
的
構
成
作
用
と

い
う
こ
と
が
で
き
る
。
…
…
歴
史
的

に
現
れ
る
偉
大
な
る
も

の
は
、
大
な

る

習

慣
の
蓄
積

に
よ
る
」
（
八
・
二
〇
三
）
。
西

田

は
、
歴
史

的
世
界

に
お
い
て

物
が

創
造

さ
れ

る
の
は
「
無
か
ら
有
が
出

る
」
（
八

。
四
四
八
）
の
で

は
な
く
、

そ
こ
に
は
「
固
定
せ
ら

れ
た
形
」

が
存
す

る
の
で
あ
っ
て

、
創
造

は
固
定

さ

れ
た
形

か
ら
始
ま

る
の
だ
と
洞
察
し
て

い
る
が
、
そ
こ
に
習

慣
性
が
介
在

し

て

い
る
。
『
哲

学

論
文

集
　

第

三
』
（
一
九
三
九
年
）
に
収

め

ら
れ

た

論
文

「
人
間
的
存
在
」

に
お
い
て
、
歴
史

的
制

作
の
文

脈
で
、
ベ
ル

ク
ソ
ン
の
習

慣
論
が
新
た
に
取

り
上

げ
直
さ
れ
、
そ
れ
を
批
判
す
る
こ
と
を
通
じ
て
、
創

造
に
お
け
る
習
慣
の
本
質
性
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。

ベ
ル

ク
ソ
ン
は
、
『
創
造
的
進
化
』

に
お
い
て
、
植
物
か
ら
動
物

、
人
間

に
至
る
進
化
を
生
命
の
流
れ
で
も

っ
て
一
貫
的

に
捉
え
、
人
間
に
至
っ
て
自



由

が

最

も

実

現

す

る

と

捉

え

て

い

る
。

意

識

は

、

植

物

的

生

に

お

い
て

は
麻

痺

状

態

、

動

物

的

生

に

お

い
て

は
本

能

、

人

間

的

生

に

お

い
て

は
知

性

と

い

う

在

り

方

を

取

る
。

そ

の
よ

う

な
大

局

的

な

視

圈

か
ら

、
習

慣

に

関
し

て
次

の

よ

う

に

述

べ

ら

れ

て

い

る

。
「
わ

れ

わ

れ

の

自

由

は
、

そ

れ

が

自

己

を
肯

定

す

る
と

き

の
運

動

そ

の
も

の

の
う

ち

に
、

い

ろ

い

ろ

な
習

慣

を

つ

く

り

だ

す

が

、

も

し

自

由

が

不

断

の
努

力

に
よ

っ
て

自

己

を

新

た

に

す

る

の

で

な

い

な

ら

ば

、

自

由

は
そ

れ
ら

の
習

慣

に
よ

っ
て

窒

息

さ

せ

ら

れ

て

し

ま

う

で

あ

ろ

う

。

自

動

作

用

が

自

由

を
窺

っ
て

い

る
」
（
１
２
８
／
１
５
１
-１
５
２
）　°

こ

こ

で

は

、

習

慣

は
生

命

進

化

の

「
唯

一

の

大
き

な

努

力

」

を
妨

げ

る

も

の

で

あ

り

、
人

間

に

お

い
て

実

現

し

た
自

由

を

「
自

動

作

用

」

と

化

し

、
自

由

を

「
窒

息
」

せ

し

め

る
も

の
と

見

な

さ
れ

て

い

る
。

換

言

す

れ
ば

、

人
間

に

お

い

て

知
性

と

し

て

開

花

し

た
意

識

を

、
再

び
植

物

の
昏

睡

に
後

退

せ

し

め

る

も

の

と

し

て

習

慣

が

捉

え

ら

れ

て

い

る

。

右

の

よ

う

な

、
習

慣

に

関

す

る

ベ

ル

ク

ソ

ン

の

否

定

的

見

解

に
対

し

て

、

西

田

は

そ

れ

を

一

面

に

お

い

て

認

め

つ

つ

も

異

な

る

見

解

を

示

し

て

い

る
。

す

な

わ

ち
歴

史

的

生

命

は

元

来

作
ら

れ

た

も

の

か

ら

作

る
も

の

へ
と

動

き

行

く
も

の

で

あ

る

が

。

習

慣

は

生

命

が

「
作
ら

れ

た

も

の

の
側

面

」

に

固

着

し

、

「
固

形

化

」
・
「
自

動

」

化

・
「
機

械
」

化

す

る

「
死

の

方

向

」

で

あ

る
と

さ

れ

、

ベ

ル

ク

ソ

ン

の

所

論

が

敷

衍

さ

れ

る

形

で
習

慣

の

否

定

的

側

面

が

認

め
ら

れ

て
い
る
（
Ⅱ
三
七
九
）
。
し
か
し
な
が
ら
西
田
に
お
い
て
は
、
生
命
が
固
定
し

た
形

（
習

慣

）

を

取

る

の
は

生

命

に

と

っ
て

本

質

的

な

「
契

機

」

で

あ

る
こ

と

が

洞

察

さ

れ

て

い

る
。
「
私

は

ベ

ル

ク

ソ

ン
と

反

対

に
、

形

作

る

こ

と

を

生

命

の

本

質

と

考

え

る

の

で

あ

る

。

生

命

は

い

つ

も

死

を

そ

の

契

機

と

し

て

含

ん

だ

も

の

で

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

」

（

八

・

四

四

四

）
。

こ

こ

で

そ

の

所

以

が

問

題

と

な

る

が

、

そ

れ

を

解

明

す

る

上

で

次

の

言

葉

が

手

掛

か

り

と

な

る

。

「

我

々

の

生

命

は

固

定

せ

ら

れ

た

形

か

ら

始

ま

る

。

し

か

も

そ

れ

は

い

つ

も

自

己

自

身

を

越

え

る

と

い

う

意

味

に

お

い

て

固

定

せ

ら

れ

た

も

の

で

あ

る

」

（

八

・

四

四

八

）
。

別

の

箇

所

で

も

言

わ

れ

て

い

る

よ

う

に

、

い

や

し

く

も

「

形

を

破

り

行

く

」

（

八

・

四

五

一

）

所

に

生

命

が

あ

る

の

だ

と

す

れ

ば

、

超

え

破

ら

れ

る

べ

き

「

固

定

せ

る

形

」

あ

る

い

は

「

死

」

は

生

命

に

と

っ

て

必

要

不

可

欠

な

契

機

と

な

る

。

固

定

化

す

る

死

の

方

向

が

存

す

れ

ば

こ

そ

、

そ

れ

を

越

え

破

る

方

向

と

し

て

生

の

方

向

が

成

立

し

得

る

。

か

く

し

て

ベ

ル

ク

ソ

ン

が

批

判

的

に

踏

ま

え

ら

れ

つ

つ

、

西

田

に

お

い

て

習

慣

は

創

造

に

と

っ

て

本

質

的

に

不

可

欠

な

契

機

と

し

て

位

置

づ

け

ら

れ

て

い

る

と

い

え

る

。

西

田

の

後

期

哲

学

に

お

い

て

歴

史

的

世

界

に

お

け

る

創

造

が

主

題

的

に

取

り

上

げ

ら

れ

る

中

で

、

「

行

為

的

直

観

」

概

念

が

枢

要

な

位

置

を

占

め

て

く

る

。

行

為

的

直

観

に

も

種

々

の

側

面

が

あ

る

の

だ

が

、

物

の

世

界

を

身

体

的

に

把

握

す

る

こ

と

で

物

の

世

界

か

ら

自

己

矛

盾

的

に

行

為

が

惹

起

さ

れ

る

こ

と

で

あ

る

と

規

定

し

得

る

。

習

慣

が

創

造

に

お

い

て

不

可

欠

な

契

機

で

あ

っ

た

以

上

、

必

然

的

に

行

為

的

直

観

と

も

連

関

を

有

し

て

く

る

。

そ

れ

は

次

の

言

葉

に

も

示

さ

れ

て

い

る

。

「

能

働

的

習

慣

と

い

う

の

は

、

歴

史

的

世

界

の

自

己

限

定

の

立

場

か

ら

言

え

ば

、

行

為

的

直

観

と

考

う

べ

き

も

の

で

あ

る

。

そ

れ

は

歴

史

的

生

命

の

発

展

と

考

え

ら

れ

る

も

の

で

あ

る

」

（

八

・

二

〇

三

）
。

こ

こ

で

言

わ

れ

て

い

る

能

働

的

習

慣

と

は

、

む

ろ

ん

前

節

で

取

り

上

げ

た

ビ
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ラ
ン
の
概
念
で
あ

る
。
そ

の
能
働

的
習
慣
が
、
後
期

に
至

っ
て
、
行

為
的
直

観
に
擬
え
ら

れ
た
所
以

が
問
題
と

な
る
が
、
（
西

田
も
取
り

上
げ
て

い
る
よ

う
に
）
ビ
ラ

ン
は
能
働
的
知
覚

の
事
例
と
し
て
、
手
が
物

を
掴
む

触
覚
が
進

展
す
る
に
伴
っ
て
、
物
を
見
る
視
覚
も
愈
々
発
達
す
る
事
例
を
挙
げ
て
い
る

（
1
0
0
）
。
そ
の
よ
う
に
行
為
的
・
構
成
的
に
物
の
世
界
を
掴
む
こ
と
に
お
い

て
、
能
働
的
習
慣
と
行
為
的
直
観
と

の
間

に
近
さ
が
見

い
だ

さ
れ

た
の
だ
と

考
え

ら
れ
る
。三

　

習

慣

お

よ

び
意

識

の
世

界

性

―

ラ
ヴ

ェ

ツ

ソ

ン
の

転

釈

を

通

じ

て

―

以
上

、
後

期
西

田
哲
学
に
お
い
て
、
歴
史
的
世
界
の
創
造
性
に
お
け
る
習

慣

の
位
置

と
意
義

を
論

じ
て
き

た
が
、
西

田
は
最

晩
年

の
論
文

「
生
命
」

（
『
哲

学
論
文
集
　

第
七
』
（
一
九
四
六
年
）
所
収
）

に
お
い
て
、
再

び
前
期
と

同
様

に
「
意

識
」

と
の
連
関
に
お
い
て
習
慣
を
取

り
上
げ
直
し
て

い
る
。
そ

こ
で

は
単
に
前

期
の
思
索
が
繰
り
返
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
習
慣
を
世

界

の
習

慣
と

し
て
展

開
す
る
思
索
を
経
て
、
同
論
文

に
お
い
て
は
世
界
的
地

平

に
お
い
て
意

識
が
捉
え
直
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
西
田
が
共
感
を
も

っ
て

取
り
上

げ
て

い
る
の
は
ラ
ヴ

ェ
ツ
ソ
ン
の
習
慣
論
で
あ
る
。

ラ
ヴ
ェ
ツ
ソ
ン
は

『
習
慣
論
』
に
お
い
て
、
存
在
者
を
無
機
物
か
ら
、
植

物
、
動
物
、
人
間

へ
と
段
階
的
に
捉
え

、
そ
れ
ぞ
れ
の
段
階
に
お
い
て
習
慣

を
考
察
し
て

い
る
。

そ
し
て
段
階
を
上
る
に
従
い
、
習

慣
が
明
瞭
に
顕
わ
れ

る
と
す

る
（
無
機
物

か
ら
動
物

ま
で
に
関
し
て

は
割
愛
す

る
）
。
人

間
的
生

命

す

な

わ

ち

意

識

的

生

命

に

お

い

て

は

、
「

は

た

ら

き

と

は

た

ら

き

を

見

る

こ

と

と

は

合

一

」
（
２
０
／
２
５
）

し

て

お

り

、

習

慣

の

「
範

型

（
４

１

）
」

（
２
０
／２
５
）

を

見

い

だ

す

こ

と

が

可

能

と

な

る

。

運

動

が

反

復

あ

る

い

は

持

続

さ

れ

る

と

能

働

性

が

昂

ま

り

、

運

動

は

敏

活

・

確

実

に

な

さ

れ

る

に

至

り

、

知
覚
も
明
瞭
と
な
る
（
２
７
／
３
８
）
。
そ
れ
に
伴
っ
て
努
力
は
消
え
行
き
、
意
志

は
次
第
に
「
傾
向
（
t
e
n
d
a
n
c
e
）
」
（
２
９
／
４
０
）
あ
る
い
は
「
傾
性
（
ｐ
ｅ
ｎ
-

ｃ
ｈ
ａ
ｎ
ｔ
）
　
」
（
２
９
／
４
０
）
と
な
っ
て
行
き
、
「
不
明
瞭
な
能
働
性
（
ｓ
ｐ
ｏ
ｎ
ｔ
ａ
ｎ
ｅ
ｉ
ｔ
ｅ

ｉ
ｒ
ｒ
ｅ
ｆ
ｌ
ｅ
ｃ
ｈ
ｉ
ｅ
）
」
（
２
９
／
４
１
）
が
生
ま
れ
る
。
そ
の
傾
性
は
次
第
に
意
識
の
領

域

を

出

て

有

機

体

の

受

働

性

の

内

に

降

っ
て

行

き

、

そ

こ

に

定

着

し

凝

集

す

る
（
３
０
-
３
１
／
４
３
）
。
そ
し
て
有
機
体
の
器
官
や
組
織
の
形
式
を
種
々
に
変
容

せ

し

め

、

有

機

体

の

無

際

限

の

多

様

性

の

中

へ

と

分

散

し

て

行

く

（
３
３
／
４
７
）
°

そ

し

て

時

と

共

に

再

び

そ

こ

か

ら

運

動

の

活

力

が

湧

き

上

が

っ

て

く

る

。

そ

の

際

、

運

動

は

単

に

盲

目

的

な

機

械

的

世

界

の

支

配

下

に

お

い

て

な

さ

れ

る

の
で
は
な
く
（
３
３
／
４
８
）
、
意
志
の
領
域
に
戻
り
運
動
が
な
さ
れ
る
と
さ
れ
る
。

「

一

旦

意

志

の

領

域

の

外

へ

出

た

運

動

が

時

と

と

も

に

再

び

そ

こ

へ

戻

る

…

…

習

慣

に

よ

っ
て

次

第

に

意

志

の

支

配

を

脱

せ

し

め

ら

れ

る

運

動

は

、

そ

れ

だ

か

ら

と

い

っ

て

、

知

性

の

範

囲

を

去

っ

て

盲

目

な

機

械

性

の

支

配

の

下

に

う

つ

る

の

で

は

な

い

の

み

な

ら

ず

、

更

に

、

そ

の

運

動

は

、

そ

れ

を

生

み

出
し
た
当
の
知
性
的
活
動
を
離
れ
る
こ
と
が
な
い
の
で
あ
る
」
（
３
３
／
４
７
）
。

以

上

の

ラ

ヴ

ェ

ッ

ソ

ン

の

所

論

に

お

い

て

、

西

田

が

着

眼

す

る

の

は

、

傾

性

が

一

旦

有

機

体

の

無

際

限

の

多

様

性

の

う

ち

へ

分

散

し

、

再

び

自

発

的

に

運

動

を

始

め

る

。

い

わ

ぱ

転

換

の

局

面

で

あ

る

。

ま

ず

、

傾

性

が

有

機

体

の



受
働
性

の
内

に
定
着
し

凝
集

す
る
こ

と
に
関
し
て
、
「
そ
こ

に
絶
対

現
在
の

自
己
形
成
性
に
結
合
す
る
の
で
あ
る
」
（
一
一
・
三
六
五
～
三
六
六
）
」
と
い
う

独
自

の
解
釈
が
加
え
ら
れ
て

い
る
。
先

述
し

た
よ
う
に
、
西
田

に
お

い
て
空

間

は
世
界
が
自
己
維
持
す
る
方
向

に
位
置

づ
け

ら
れ
て

い
る
の
で
あ

る
が
、

右
で

言
わ
れ
て

い
る
絶
対
現
在

に
お
い
て
、
「
世
界

の
意
識
面

・
自
己

保
存

面
・
記
憶
面
」
（
一
一
・
三
四
九
）
に
触
れ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て

世
界

が
そ
の
記
憶
面

か
ら
習
慣

的
に
自
己
限
定
す
る
時
、
世
界

は
一
面

に
お

い
て
意
識
的
で
あ
り
、
そ
こ
に
人
間
の
「
意
識
の
根
源
」
（
一
一
・
三
四
七
、

三
六
五
）
が
あ
る
の
だ
と
洞
察
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
ラ
ヴ
ェ
ッ
ソ
ン
に
お

け
る
転
回
の
局
面

に
関

し
て

、
さ
ら

に
踏
み

込
ん
で
次
の
よ
う
に
言
わ
れ
て

い
る
こ
と

に
も
示

さ
れ
て

い
る
。
「
歴

史
的
世
界

は
、
作
ら
れ
た
も

の
か
ら

作
る
も
の
へ
と
、
習

慣
的
に
自
己
形

成
的
で
あ
り
、
我

々
の
意
識
も
此

か
ら

出
て
来
る
」
（
一
一
・
三
六
五
）
。
先
の
論
文
「
行
為
的
直
観
の
立
場
」
に
お

け
る
用
語
を
用

い
る
な
ら
ば
、
静

（
留
）

か
ら
動

に
転
ず

る
所

に
意
識

が
生

ず
る
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ

の
よ

う
に
し
て

、
通

常
、
単
に
個
人

に
属
す

る
と
み
な
さ
れ
て
い
る
意
識
が
、
「
世
界
の
自
己
形
成
の
契
機
」
（
一
一
・
三

七
〇
）
と
し
て

位
置
づ
け
ら
れ
て

い
る
。
意
識

が
世
界

の
自
己
形
成

の
一
面

で
あ
る
故
に
こ
そ
、
ラ
ヴ
ェ
ッ
ソ
ン
が
、
意
識
的
生
命
に
お
い
て
習
慣
の

「
範

型
」

が
見
い
だ
さ
れ

る
と
す

る
局

面
に

お
い
て

、
西
田
は
「
世
界

の
自

覚
」
（
一
一
・
三
六
〇
）
を
見
い
だ
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
ラ
ヴ
ェ
ッ
ソ
ン
の
所
論
が
取
り
上
げ
ら
れ
つ
つ
、
習
慣

は
世
界

の
習

慣
と
し
て

捉
え
ら

れ
、
そ
れ
に
よ

っ
て
顕
わ
と
な
る
意
識
も
世

界
の
意
識
と
し
て
位
置
づ
け
直
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
ラ
ヴ
ェ
ッ
ソ
ン

は
『
習
慣
論
』
に
お
い
て
直
貧
的
に
は
右
の
よ
う
な
こ
と
を
述
べ
て
い
な
い
。

そ
も
そ
も
ラ
ヴ
ェ
ッ
ソ
ン
に
お
い
て
は
習
慣
お
よ
び
意
識
の
帰
趨
あ
る
い
は

主
体
が
問
題
と
さ
れ
て
い
な
い
と
言
う
べ
き
で
あ
る
。
ラ
ヴ
ェ
ッ
ソ
ン
に
お

い
て
は
、
存
在
の
諸
段
階
に
お
い
て
習
慣
が
如
何
な
る
も
の
で

あ
り
如
何

な

る
影
響
を
及
ぼ
す
か
が
論
じ
ら

れ
て

い
る
に
留
ま
り
、
習

慣
の
帰
趨

あ
る
い

は
主
体
が
存
在
者
で
あ
る
か
、
あ
る
い
は
世
界
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
は
問

題

に
さ
れ
て
い
な
い
。
意
識
に
関

し
て

も
、
傾
性
が
空
間
の
多
様
性
の
う
ち

に
分
散
し
、
知
性
を
離
れ
る
こ
と
な
く
再

び
運
動
を
始
め
る
と
は
述
べ
ら

れ

て

い
る
が
、
そ
の
帰
趨
の
在
処
は
や
は
り
問
題
と

さ
れ
て
い
な
い
。
そ
れ
ゆ

え
、
ラ
ヴ
ェ
ッ
ソ
ン
の
所
論
の
う
ち
に
、
人
間
の
習
慣
お
よ
び
意
識
が
矛
盾

的
自
己
同
一
的

に
世
界
の
そ
れ
で
あ
る
と
す
る
洞
察
を
読
み
込
む
こ
と
は
不

可

能
で

は
な
く
齟
齬
を
来
す
こ
と

は
な

い
と
思
わ
れ
る
が
、
や

は
り
そ
れ
は

西

田
自
身
の
洞
察
で
あ
り
転
釈
で
あ
る
と
言
う
べ
き
で

あ
る
。
西
田
は

『
哲

学
論
文

集
第
一
』

に
お
い
て
打

ち
出
し

た
歴
史
的
世
界

の
習
慣
と

い
う
着
想

か
ら
、
ラ
ヴ
ェ
ッ
ソ
ン
に
お
け
る
習
慣
に
世
界
性
を
読
み
込
み
転
釈
す
る
こ

と
を
通
じ
て
、
人
間
の
意
識
お
よ
び
習
慣

を
世
界
の
習
慣
の
う

ち
に
根
差
せ

し
め
た
の
だ
と
言
う
こ
と
が
で
き

る
。

結
　
　

論

西
田
の
前
期
に
お
い
て
は
、
習
慣
は
意
識
と

の
連
関
に
お
い
て
取
り
上

げ

ら
れ
て

い
た
。
す
な
わ
ち
ベ
ル

ク
ソ
ン
を
批
判
す

る
形
で
、
習

慣
が
反

省
的

｜ 西田哲学におけ る「習慣」の意義43



認
識

に
よ
っ
て

は
捉
え
得
な
い
行
為

的
自
覚
（

ス
タ
イ

ル
）
を
生
ぜ
し

め
る

こ
と
が

洞
察

さ
れ
、
ま
た
ビ
ラ
ン
の
能
働
的
習
慣
に
読
み
込
み
を
加
え
る
形

で
、
習

慣
が
対

象
化
に
よ
っ
て

は
捉
え

得
な
い
意
識
作
用
を
知
ら
し
め
る
と

洞
察

さ
れ
て

い
た
。
つ
ま
り

前
期
に
お
い
て

は
習
慣
が
非
対
象
的
意
識
を
自

覚
せ
し

め
る
意
義
を
有
し
て

い
た
と

言
う
こ
と
が
で
き
る
。
後
期
に
お
い
て

は
習
慣

の
世
界

性
が
前
面

に
打
ち
出

さ
れ
、
自
然
界

か
ら
人
間
の
社
会
・
文

化
・
時
代

の
推

移
を
も
射
程
に
収

め
つ

つ
、
習

慣
は
作
ら
れ
た
も
の
か
ら
作

る
も
の

へ
と
動

く
歴
史

的
世
界

の
自
己
形
成

の
仕
方
に
し
て

、
生
成
発
展
の

原
理
（
形

の
メ
タ
モ
ル
フ
ォ
ー
ゼ
）
と

い
う
意

義
を
有
す
る
に
至
っ
た
。
最

晩
年
に

お
い
て

は
再

び
前
期
と
同
様

に
、
習
慣

が
意

識
と
の
連
関

に
お
い
て

取

り
上
げ
ら
れ
て

い
た
。
そ
こ
で
は
単

に
前
期

の
思
索

が
繰
り
返
さ
れ

る
の

で

は
な
く
、
習
慣
を
世
界
の
習
慣
と
し
て
把
捉
す
る
思
索
が
踏
ま
え
ら
れ
、

意
識
も
世
界
的
地
平

に
お
い
て
捉
え
返
さ
れ
た
。
そ
こ
で

は
存
在
の
諸
段
階

を
、
習
慣
を
原
理
と
し
て
一
貫
的
に
捉
え
る
ラ
ヴ

ェ
ッ
ソ
ン
の
所
論
の
要
と

な
る
転
換
点

に
、
習
慣
の
世
界
性
を
読
み
込
む
こ
と
を
通
じ
て
、
人
間
の
意

識
お
よ
び
習
慣
が
歴
史
的
世
界
の
習
慣
の
う
ち

に
根
拠

づ
け
ら
れ
た
の
で
あ

る
。＊

西
田
か
ら
の
引
用
は
、
『
西
田
幾
多
郎
全
集
』
（
岩
波
書
店
、
一
九
八
七

～
一
九
八

九
年
）
を
用
い
、
引
用
文
末
尾
に
巻
数
と
頁
数
を
付
し

た
（
な
お
一
部
岩
波
文
庫

『
西
田
幾
多
郎
哲

学
論
集
Ⅱ
』
（
上

田
閑
照
編
）
を
用
い

た
箇
所
が
あ
り
、
そ
の
場

合
引
用
文
末
尾
に
ロ
ー
マ
数
字
で
Ⅱ
と
付
し
頁
数
を
記
し
た
）
。

＊

ベ

ル

ク

ソ

ン

か

ら

の

引

用

は

次

の

テ

キ

ス

ト

に

拠

り

、

引

用

文

末

尾

に

原

典

と

翻

訳

の

頁

数

を

付

し

た

。

Ｌ
’
Ｅ
ｖ
ｏ
ｌ
ｕ
ｔ
ｉ
ｏ
ｎ
　
Ｃ
ｒ
ｅ
ａ
ｔ
ｒ
ｉ
ｃ
ｅ

，

Ｐ

Ｕ

Ｆ
.

松

浪

信

三

郎

・

高

橋

允

昭

訳

『

創

造

的

進

化

』

（

ベ

ル

グ

ソ

ン

全

集

第

四

巻

）

白

水

社

、

一

九

六

六

年

。

＊

ラ

ヴ

ェ

ッ

ソ

ン

か

ら

の

引

用

は

次

の

テ

キ

ス

ト

に

拠

り

、

引

用

文

末

尾

に

原

典

と

翻

訳

の

頁

数

を

付

し

た

。

D
e
 
l
'
h
a
b
i
t
u
d
e
,
　
Ｐ
ａ
ｒ
ｉ
ｓ
:
　
Ｆ
ａ
ｙ
ａ
ｒ
ｄ

．

野

田

又

夫

訳

『

習

慣

論

』

岩

波

書

店

、

二

〇

〇

一

年

。

＊

メ

ー

ヌ

・

ド

・

ビ

ラ

ン

か

ら

の

引

用

は

次

の

テ

キ

ス

ト

に

拠

り

、

本

文

中

引

用

末

尾

に

頁

数

を

付

し

た

。

Ｉ
ｎ
ｆ
ｌ
ｕ
ｅ
ｎ
ｃ
ｅ
　
ｄ
ｅ
　
Ｉ
　
ｈ
ａ
ｂ
ｉ
ｔ
ｕ
ｄ
ｅ
　
ｓ
ｕ
ｒ
　
ｌ
ａ
　
ｆ
ａ
ｃ
ｕ
ｌ
ｔ
ｅ
　
ｄ
ｅ
　
ｐ
ｅ
ｎ
ｓ
ｅ
ｒ
,
　
ｉ
ｎ
　
（
Ｅ
ｕ
ｖ
ｒ
ｅ
ｓ
　
Ｃ
ｏ
ｍ
-

ｐ
ｌ
ｅ
ｔ
ｅ
ｓ
,
　
ｅ
ｄ

．

Ｐ
ａ
ｒ
　
Ｐ
.
　
Ｔ
Ｉ
Ｓ
Ｓ
Ｅ
Ｒ
Ａ
Ｎ
Ｄ
,
　
ｔ
.
　
Ⅱ
,
　
Ｇ
ｅ
ｎ
ｅ
ｖ
ｅ
-
Ｐ
ａ
ｒ
ｉ
ｓ
,
　
１
９
８
２
.

＊

引

用

文

中

の

…

…

は

引

用

者

に

よ

る

省

略

を

表

し

、

傍

点

は

引

用

者

が

付

し

た

も

の

で

あ

る

。

（

―
）

『
三
木
清
全
集
』
第
一
〇

巻
（
岩

波
書
店
、

一
九
六
七
年
）
、
四
三
〇
頁
。

（
２
）
　
西
田
幾
多

郎
『
『
続
思
索
と
体
験
』
『
続
思
索
と
体
験
』
以
後
』
岩
波
文
庫
。

一
九

八
〇
年

、
一
四
三
頁
。

（
３
）
　
す
で

に
澤
瀉
久
敬
が
問
題
提
起
し
て
い

る
よ
う
に
（
澤
瀉
久
敬

『
メ
ー
ヌ
・

ド

・
ビ
ラ

ン
』
弘
文
堂
書
房
、

一
九
三
六
年
、
七
一
頁
）
、
知
覚
の
事
例
は
、

厳
密

に
は
ビ
ラ
ン
に
お
い
て
は
受
働
的
習
慣
の
事
例
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

し

か
し
な
が
ら
、
知
覚
は
感
覚
に
比
し
て
能
働
的
と
考
え
ら

れ
、
西
田
も
能
働

的
習
慣
の
事
例
と
し
て
挙
げ
て
い
る
（
三
・
三
三
一
～
三
三
二
）
こ
と
か
ら
、

本
稿
に

お
い
て
も
能
働
的
習
慣
の
事
例
と
し
て
扱
っ
た
。

（
４
）
　
西
田
の

ベ
ル
ク
ソ
ン
批
判
の
中

に
は
、
『
意
識

に
直
接
与
え
ら

れ
た
も

の
に

関
し
て
の
試
論
』
に
お
い
て
展
開
さ
れ
た
純
粋
持
続
を
デ
フ
ォ
ル
メ
し
て
い
る
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も
の
が
あ

る
。
根

田
隆
平

は
、
『
物
質
と
記
億
』
を
視

野
に
入
れ

つ
つ
、
西
田

の
批
判

が
必
ず
し
も
妥
当
し
な
い
こ
と
を
論
じ
て
い
る
。
根
田
隆
平
「
西
田
と

ベ
ル
ク
ソ
ン
に
お
け
る
「
身
体
」
の
意
義
に
関
し
て
―
行
為
的
直
観
と
可
能

的
世
界
―
」
『
比
較
思
想
研
究
』
第
二
二
号
、
一
九
九
五
年
。

（
５
）
　
こ
の
事
例
も
、
厳
密
に
は
受
働
的
知
覚
の
事
例
で
あ
る
。
注
（
３
）
を
参
照
さ

れ
た
い
。

（
６
）
　
習
慣
を
め
ぐ
る
人
間
と
世
界
と
の
矛
盾
的
自
己
同
一
的
構
造
は
、
技
術
に
お

け
る
そ
れ
と
同
型
で
あ
り
、
技
術
の
そ
れ
に
関
し
て
は
、
小
坂
国
継

に
よ

っ
て

す
で
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
小
坂
国
継
『
西
田
幾
多
郎
―
そ
の
思
想
と
現

代

』
ミ
ネ
ル
ヴ

ァ
書
房
、
一
九
九
六
年
、
一
七
四
頁
。

（
く

ま

が

い

・

せ

い
い

ち

ろ

う

、

日

本

哲

学

史

。

大

阪

大

学

非

常

勤

講

師

）

45　1　西田哲学におけ る「習慣」の意義
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