
〈
研

究

論

文

６

〉

宗
教
的
実
践
と
「
偶
然
」

―
―
後
期
田
辺
哲
学
を
中
心
に
―
―

廖
　
　
　

欽
　

彬

い
は
運
命

と
、

そ
の
運

命
を

自
覚

す
る

こ
と
に

よ

っ
て
否
定

転
換

さ
れ
て

自
性

の
偶

然

や
自

由
と

媒
介

さ
れ

る
命

数

あ

る

い
は
命

迎
と

い
う
二

つ
の

側
面

を
含

ん
で

い
る

も
の
で

あ
る
と

い
う

（
Ｔ
１
３
　・
　２
９
８
を
参

照
）
。

つ
ま

り

、
「
運
命

」

は
過

去

的
志

向

に
力

点

を
置

く
自

然
存

在

の
必

然
と
未

来

的

志
向

に

力

点

を
置

く
自

覚
存

在

の
偶

然
と

を
包

摂

し

た
も

の
で

あ

る
。

わ
れ

わ
れ
人

間

は
そ

の
矛
盾

し
た
存

在
状

態
で

「
運

命
」

を
自
覚

し
生

き

て

い
く
ほ

か
は

な

い
と
さ

れ

る
。

し
か

し

、
こ

の
よ

う
な
知

性
か

ら
実
践

（

な

い
し

時
間
）

へ
と
移

っ
た

偶

然
概

念

の
規
定

は

ど
こ

か
ら
来

て

い
る
の

か
。
田

辺

に
よ
れ

ば
、
そ

れ

は
、
運

命

の
必

然
に

抵
抗

し
、
そ

れ
を
支
配

す
る
た

め

に
、
運
命

を
愛

し

そ
れ

に
随
順

し

て
そ

れ
を
生

か
し

、
運
命

に
含

ま

れ
る
偶

然
を
自

由

の
媒

介

に
転

ず

る
宗

教
的

自
覚

の
立
場

、

つ
ま
り

「
死
復

活
」

と

い
う
自

己
犠

牲

即
自

他

共

生

の
宗

教
的

実

存
的

実
践

で

あ

る
と

い
う
。
偶
然

概
念

は
、

か
く
し

て
宗

教

的
実

践
を
通

じ
て

、
わ

れ

わ
れ
の
日

常
生
活

に

お
け

る
実

82

序

偶
然

と
は
何
か
。
偶
然
は
通
常
、
必
然
と
相
対
す
る
概
念
で
あ
る
と
さ

れ
、
因
果
関
係
の
系
列
に
属
さ
な
い
、
非
日
常
的
し
か
も
不
確
定
的
な
も

の
と
し
て
認
識

さ
れ
、
軽
視
さ
れ
て

い
る
。
し
か
し
、
偶
然
は
は
た
し
て

わ
れ
わ
れ
の
日
常
生
活
や
行
為
と
何
の
関
係
も
な
し
に
、
単
な
る
哲
学
の

知
識
、
あ

る
い
は
形
而
上
学
的
な
概
念
に
止
ま
っ
て

い
る
の
だ
ろ
う
か
。

京
都
学
派
の
哲
学
者
・
田
辺
元
（
一
八
八
五
ｌ

一
九
六
二
）
は
、
最
晩
年

の
著
作
『
マ
ラ
ル
メ
党
書
ｌ
「
イ
ジ
チ
ュ
ー
ル
」
「
双
賽
一
擲
」
を
め
ぐ

っ
て
―
』
（
一
九
六
一
）
に
お
い
て
、
知
性
の
問
題
と
し
て
の
偶
然
が
人

間
存
在
や
行
為
に
も
か
か
わ
っ
て
い
る
と
主
張
し
、
偶
然
が
単
に
自
然
的

事
物
の
あ
り
方
に
属
し
て
い
る
だ
け
で
は
な
く
、
人
間
存
在
か
ら
自
覚
さ

れ
る
「
運
命
」
と
い
う
存
在
規
定
で
も
あ
る
と
し
て
い
る
。
田
辺
に
よ
れ

ば
、
「
迎
命
」
は
直
接
的
必
然
的
に
祖
先
か
ら
伝
来
し
て
き
た
宿
命
あ
る



践

や

時

間

の

問

題

に

か

か

わ

っ

て

く

る

の

で

あ

る

。

だ

が

、

こ

の

よ

う

な

宗

教

的

実

践

に

基

づ

く

偶

然

概

念

の

規

定

は

、

あ

く

ま

で

田

辺

自

身

の

宗

教

的

体

験

に

よ

る

宗

教

哲

学

的

な

解

釈

に

す

ぎ

な

い

。

に

も

か

か

わ

ら

ず

、

田
辺
は
、
マ
ラ
ル
メ
（
Ｓ
ｔ
ｅ
ｐ
ｈ
ａ
ｎ
ｅ
　
Ｍ
ａ
ｌ
ｌ
ａ
ｒ
m
e
，
　
１
８
４
２
-
９
８
）
に
お
け
る
、

必

然

を

叙

述

の

核

心

と

す

る

『

イ

ジ

チ

ュ

ー

ル

』

（

Ｉｇ

ｉ
ｔｕ

ｒ

　ｏ
ｕ

　
ｌａ

　ｆ
ｏ

ｌ
ｉｅ

ｄ

’Ｅ

ｌ
ｂ
ｅ
ｋ
ｎ

ｏ
ｎ

）

か

ら

偶

然

を

放

棄

し

な

い

と

い

う

主

旨

を

掲

げ

る

『

双

賽

一

擲

』

（

Ｕ

ｎ

　
ｃ
ｏ
ｕ
ｐ

　
ｄ
ｅ

　
ｄ
ｅ
ｓ

　ｊ
ａ
ｍ

ａ

ｉｓ

　ｎ

ａ

ｂ
ｏ

ｌ
ｉ
ｒ
ａ

　
ｌｅ

　
ｈ
ａ
ｓ
ａ
ｒ

ｄ

）

へ

と

移

行

し

た

制

作

行

為

を

自

ら

解

釈

し

、

こ

れ

を

マ

ラ

ル

メ

自

身

の

人

間

的

交

友

や

後

進

指

導

と

い

う

自

己

犠

牲

的

な

他

者

愛

と

見

な

し

て

い

る

（

Ｔ

１
３

　・
　
２
７

３

を

参

照

）
。

そ

も

そ

も

、

芸

術

活

動

に

属

す

る

詩

作

行

為

は

、

一

種

の

宗

教

的

実

践

と

し

て

見

な

さ

れ

る

こ

と

が

で

き

る

の

か

。

も

し

マ

ラ

ル

メ

の

制

作

行

為

が

田

辺

の

言

う

宗

教

的

実

践

で

あ

れ

ば

、

そ

の

行

為

に

お

い

て

、

過

去

的

志

向

を

表

す

必

然

と

未

来

的

志

向

を

表

す

偶

然

と

は

い

か

な

る

関

係

に

あ

る

の

か

。

換

言

す

れ

ば

、

日

常

に

お

け

る

「

芸

術

的

活

動

即

宗

教

的

実

践

」

と

時

間

は

い

か

な

る

関

係

に

あ

る

の

か

。

本

論

で

は

、

以

上

に

提

起

し

た

問

題

を

論

究

す

る

こ

と

に

よ

っ

て

、

後

期

田

辺

哲

学

の

帰

結

点

を

明

ら

か

に

し

、

そ

し

て

偶

然

が

人

間

の

宿

命

に

可

変

性

や

創

造

性

を

も

た

ら

す

こ

と

の

現

代

的

意

義

を

問

い

た

い

。

一
　

懺

悔
道

の
哲

学
と
偶
然

後
期
田
辺
哲
学
は
通
常
、
宗
教
哲
学
が
そ
の
基
本
的
な
性
格
を
な
す
と

言
わ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
後
期
田
辺
哲
学
と
称
す
る
の
は
、
そ
の
哲
学
の

内
的
転
換
に
基

づ
い
て
い
る
。
と

い
う
の
は
、
田
辺
元
は
敗
戦
の
直

前

（

一

九

四

四

年

一

〇

月

）
、

京

都

哲

学

会

講

演

会

で

「

懺

悔

道
－

Ｍ
ｅ
ｔａ
ｎ
ｏ
ｅ
ｔｉｋ
｜

」

と

題

す

る
講

演

を

行

い
、

自

ら

の
哲

学

の
転

向

を

告

白

し
、
他

力
信

仰

に
導
か

れ
て
従

来

の
理
性

的
な
性

格
を
持

つ

「
種

の
論

理
」

を
、

理
性

と
信
仰

が
対

立

し
な

が
ら
媒

介
し

あ
う
懺
悔

道
哲

学

へ
と

展
開
さ
せ
た
か
ら
で
あ
る
。
戦
後
出
版
さ
れ
た
『
懺
悔
道
と
し
て
の
哲
学
』

（

一
九
四

六
）

は
そ

の
さ

ら
な

る
展

開

で
あ

る
。
後
期

田
辺
哲

学

は
。
「
懺

悔
」

と

い
う
田

辺
自
身

の
宗

教
的

体
験

に

よ
っ
て
。
絶

対
媒

介

の
論

理

を

標
榜

す

る

「
種

の
論

理
」

の
弁
証
法

的

展
開

を
徹
底
的

に
推

進
し

て
そ

の

論
理

の
自
同

性

を
突
破

し
、

つ

い
に
論

理

の
絶
対

矛

盾
を

き
た
し
た

の

ち

は
、

そ
の

矛
盾

を
本
質

と
す

る
に
至

っ
て

い
る
。
後
期
田

辺
哲

学

の
言
葉

で
言

え
ば

、
自
同

性

の
残
滓

が
残

る

「
種

の
論

理
」

が
自

力
哲

学
に

属

す

る
の

に
対

し
て
、

懺
悔

道
哲
学

は
ま

さ
に

絶
対
他

力
に

よ

る
他
力

哲

学
に

属

す

る
。

田

辺
に

よ
れ

ば
、

そ
う
し

た
自
力

哲
学

と
他
力

哲
学

の
区
分

は
、

哲
学

を
行

ず
る

主
体
自

身

に
、
絶
対

者

の

一
切

を
生

か
す
自
己

否
定

的

な
慈
悲

行

な

い
し
救

済
行

が
纏
綿

し

て

い
る

か
ど

う
か

に
よ

っ
て
決

定

さ

れ
る
。

こ
の

よ
う

に
、
絶

対
者

の
は

た

ら
き
を
受

動
的

に
受
け
取

り
哲

学
を
行

ぜ

し

め
ら
れ

て
行
ず

る

こ
と
は
、

懺
悔

道
哲

学

の
基

本
的

な
姿
勢

で
あ

る
。

「
懺

悔

」
と

は
、

絶
対

他

力

に

は
た

ら
き

か
け

ら

れ
、

自

ら

の
理
性

を

支

離
滅

裂

の
状
態

か

ら
救

い
出

す
と
同

時

に
、
絶
対

媒

介
の
論

理
を
標

榜

す

る
自

ら

の
哲
学

を
自
己

同

一
性

の
論
理

か

ら
遠

ざ
け

る
と

い
う

「
自

己

否

定
即

肯

定
」
、
あ

る

い
は

「
死

復
活

」
（
Ｔ
９
　・
　５

，９
を
参

照

）

の
転
換

行

為

の

こ
と

で

あ

る
。
「
懺

悔
」

に

よ

っ
て
取

り
戻

さ
れ
た

理
性

や
哲

学

は

｜　宗教的実践 と「偶然」83



も
は
や
、
も
と
の
自
己
同
一
的
な
状
態
に
止
ま
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
か

く
し
て
、
理
性
や
哲
学
は
「
理
性
な
ら
ぬ
理
性
」
、
「
哲
学
な
ら
ぬ
哲
学
」

と

い
う
絶
対
矛
盾
の
状
態
に
陥
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
こ
れ
こ
そ
、
理
性
や

哲
学
が
自
ら
を
保
持
す
る
道
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
そ
こ
に
、
相
対
者
が
絶

対
者
と
と
も
に
一
切
（
理
性
や
哲
学
も
含
む
）
を
生
か
す
「
自
己
否
定
即

肯
定
」
の
慈
悲
行
、
あ
る
い
は
「
自
己
犠
牲
即
愛
」
の
救
済
行
を
見
出
す

こ
と
が
で
き
る
。

以
上
は
、
宗
教
哲
学
と
し
て
の
後
期
田
辺
哲
学
の
基
本
的
な
構
造
で
あ

る
。
そ
も
そ
も
偶
然
と
い
う
概
念
は
、
そ
れ
に
お
い
て
い
か
な
る
位
置

づ

け
や
意
味
を
持
っ
て

い
る
の
か
。
そ
れ
を
解
明
す
る
こ
と
は
、
後
期
田
辺

哲
学
の
帰
結
で
あ
る
「
マ
ラ
ル
メ
覚
書
」
に

お
け
る
偶
然
概
念
の
探
究
に

資
す
る
こ
と
に
な
る
。
以
下
は
『
懺
悔
道
と
し
て
の
哲
学
』
に
お
け
る
偶

然
概
念
を
究
明
す
る
も
の
で
あ
る
。

田
辺
は
『
懺
悔
道
と
し
て
の
哲
学
』
の
第
三
章
「
絶
対
批
判
と
歴
史
性

と
の
連
関
」
に
お
い
て
、
懺
悔
道
哲
学
の
歴
史
主
義
的
側
面
に
論
述
の
焦

点
を
あ
て
、
歴
史
に
含
ま
れ
る
偶
然
性
の
問
題
に
着
目
し
て
い
る
。
歴
史

に
つ
い
て
、
田
辺
は
一
九
世
紀
の
西
洋
の
歴
史
学
派
が
自
然
法
則
に
基
づ

く
歴
史
観
を
拒
絶
す
る
こ
と
を
肯
定
し
、
歴
史
は
決
し
て
普
遍
法
則
か
ら

演
繹
し
た
産
物
で
は
な
い
と
主
張
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
「
一
般
に
歴
史

的
事
実
の
個
別
的
存
立
と
い
う
も
の
は
、
普
遍
の
原
理
法
則
か
ら
は
完
全

に
理
由
付
け

る
こ
と

が
出
来
な

い
こ
と
を
そ
れ

の
根
本
性
格
と
す
る
」

（
T
9
/
6
9
）
か
ら
で
あ
る
。
し
か
も
「
歴
史
的
事
実
は
唯
斯
く
あ
る
が
故

に
斯
く
あ
る
も
の
と
し
て
承
認
せ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
絶
対
の
偶
然
性

を
も

つ
。
普

遍

の
法
則

に
よ

っ
て
理

由
付

け

必
然
化

す

る
こ
と

の
出

来

ぬ

演

繹
不
可

能
性

が
歴
史

を
特

色
付

け

る
の
で

あ

る
。

此
原
始

的
偶
然

、

す

な

わ
ち
、

あ
ら

ざ

る
こ
と

を
得

る
も

の
が
あ

る
、

と

い
う
偶

然
性

は
、
正

に
歴
史
を
自
然
か
ら
区
別
す
る
特
徴
と
な
る
」
（
T
9
・
6
9
）
。

田

辺
に

し
た

が
え

ば
、
歴

史

の
歴

史

た

る
所
以

は
、
そ

れ

が
普
遍

法

則

や
自

然
法

則
で

捉
え

ら

れ
な

い
突

発
性

や
不

可

測
性

、

つ
ま
り
偶

然
性

を

持

っ
て

い
る

こ
と

に
あ

る
。

歴
史

は
過

去
に

起
き

た
既
定

の
事
実
で

あ

る

が
、
そ
れ

自
身

に

「
存
在
し

な

い
こ
と

も
可

能

な

の
に
拘

ら
ず
存
在

す

る
」

（
T
9
・
7
0
）
と
い
う
偶
然
性
が
含
ま
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
い
う
の
は
、

も
し

過
去

が
完

全

に
自

然
法

則

に
よ

っ
て
支
配

さ
れ
れ

ば
、
か
え

っ
て

過

ぎ
去

っ
た

も
の

で

は
な

く
、
「
一
切

が
繰

り

返

さ

れ
て
現

在

に
あ
り

（

と

い
う
よ

り

も
一

切

が
同

時

で

あ

る
）
、

常

に
理
性

的

に
理

由
付

け

ら
れ

た

も
の
と
な
る
」
（
T
9
・
7
0
）
か
ら
で
あ
る
。
田
辺
に
お
い
て
、
偶
然
性
と

歴
史

は
常

に

一
方

を
欠

い
て

は
な
ら

な

い
相

即
関

係
に

あ
る

の
で
あ

る
。

そ
れ

で

は
、
「
自

己
否
定

即
肯

定
」
、
あ

る

い
は

「
死
復

活
」

と

い
う
宗

教

的
実

存
的
転

換
行

為

を
内

実

と
す

る

「
懺

悔
」

は

い
か
に
上

述
し

た
歴

史

の
過

去

の
偶
然

性
に
関

連

づ
け

ら
れ
て

い
る
の
か
。

田
辺

は
言
う
。

時

の
過

去
と

い
う

も
の

は
単
に

偶
然

と
し

て
我
々

に
負

わ
さ
れ

た
限

定

に
尽

き

る
の
で

は
な

い
。
そ

の
限

定
そ

の
も

の

が
、
之

を
如
何

な

る
限

定

と

し
て
如

何
な

る
存
在

と
し

て
自

ら
肯

う
か
に
相

関
的

な

の

で

あ

る
。
斯

く
て
過

去

が
或
意

味
で
未

来

を
含

み
未
来

に
媒
介

せ
ら

れ
る

と

い
わ
れ

る
。
実

際
我
々

の
経

験

は
之

を
主
体

が
如

何
に
肯

う

か
に

相
即

し
て
そ

の
存

在
性

が
定
ま

る
。

そ

の
意

味
で
未

来
的

に
如



何
に
之

を
媒
介
し
意
味
付
け

る
か
が
過
去
を
限
定
す
る
の
で
あ
っ

て
、
懺
悔
が
行
為
の
根
本
形
式
を
代
表
す
る
典
型
で
あ
る
と
い
っ
て

よ
い
理
由
が
存
す
る
。（
Ｔ
９
　・
　７
９
）

わ
れ
わ
れ
は
わ
れ
わ
れ
を
支
配

し
、
規
定
す
る
過
去
の
偶
然
性
を
い
か

に
受
け
止
め
る
の
か
。
そ
れ
は
わ
れ
わ
れ
の
現
在
に
お
け
る
行
動
、
あ
る

い
は
未
来
へ
向
か
う
た
め
に
現
に

い
か
に
す
べ
き
か
に
よ
っ
て
決

ま
る
。

田
辺
は
現
在
の
「
懺
悔
」
に
よ
っ
て
、
過
去
の
偶
然
性
と
未
来
の
自
由
な

る
行
為
と
を
否
定
的
媒
介
の
関
係
に
統
一
し
よ
う
と
し
た
。
偶
然
性
は
こ

こ
に
お

い
て
、
も
は
や
「
か
く
あ
る
が
故
に
か
く
あ
る
も
の
」
と
し
て
承

認
さ
れ
る
概
念
に
止
ま
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
偶
然
性
は
、
普
遍
法
則
や

自
然
法
則
で
捉
え
ら
れ
な

い
不
確
定
性
、
突
発
性
と
し
て
定
義
さ
れ
る
だ

け
で
は
な
く
、
わ
れ
わ
れ
が
現
に
「
懺
悔
」
を
通
じ
て
未
来
に
向
か
っ
て

自
由
に
行
動
す
る
こ
と
と
相
関
的
な
も
の
と
し
て
見
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
過
去
の
偶
然
性
が
現
在
の
「
懺
悔
」
を
通

じ
て
未
来
の
自
由
な
る
行
動
に
繋
が
る
と
い
う
田
辺
の
主
張
に
偶
然
性
の

未
来
的
志
向
性
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
偶
然
性
は
か
く
し
て
、
「
死

復
活
」
と
い
う
宗
教
的
実
践
と
相
関
的
に
、
過
去
的
志
向
性
と
未
来
的
志

向
性
を
自
ら
の
本
質
と
す
る
に
至
っ
て

い
る
の
で
あ
る
。

以
上
の
こ
と
が
示
す
よ
う
に
、
田
辺
は
偶
然
を
自
ら
の
宗
教
的
な
実
践

自
覚
に
関
連

づ
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
単
な

る
過
去
的
志
向
性
や
非

論
理
性
、
不
可
測
性
、
非
日
常
性
な
ど
と
い
っ
た
従
来
の
イ
メ
ー
ジ
を
変

え
よ
う
と
し
た
。
後
期
田
辺
哲
学
に
お
け
る
偶
然
性
の
問
題
は
宗
教
、
哲

学
、
歴
史
の
み
な
ら
ず
、
芸
術

や
芸
術
制
作
に
も
か
か
わ
っ
て
い
る
。
次

節

で

は

こ

れ

に

関

す

る

論

述

を

進

め

て

み

た

い

。

二
　

『

イ

ジ

チ

ュ

ー

ル

』

と

偶

然

田

辺

が

マ

ラ

ル

メ

の

『

イ

ジ

チ

ュ

ー

ル

』

と

『

双

賽

一

擲

』

を

哲

学

の

立

場

か

ら

解

釈

し

よ

う

と

し

た

の

は

、

二

著

の

主

題

が

プ

ラ

ト

ン

以

来

の

運

命

と

自

由

と

の

交

渉

問

題

に

か

か

わ

っ

て

い

る

ば

か

り

で

は

な

く

、

前

著

が

当

時

の

社

会

変

革

時

代

に

共

通

す

る

問

題

を

扱

っ

て

い

る

と

見

て

、

そ

の

よ

う

な

問

題

に

対

す

る

考

え

を

、

マ

ラ

ル

メ

を

通

し

て

書

き

述

べ

る

た

め

で

あ

っ

た

（
Ｔ
１
３
　・
　３
０
４

を

参

照

）
。
『

マ

ラ

ル

メ

覚

書

』

の

成

立

し

た

理

由

は

そ

れ

だ

け

で

は

な

い

。

さ

ら

に

、

田

辺

が

終

生

に

わ

た

っ

て

ハ

イ
デ
ッ
ガ
ー
（
Ｍ
ａ
ｒ
ｔ
ｉ
ｎ
　
Ｈ
ｅ
ｉ
ｄ
ｅ
ｇ
ｇ
ｅ
ｒ
,
　
１
８
８
９
-
１
９
７
６
）
の
哲
学
を
意
識
し

て

批

判

し

て

い

た

こ

と

に

も

か

か

わ

っ

て

い

る

。

田

辺

は

ハ

イ

デ

ッ

ガ

ー

が

『

言

葉

へ

の

途

上

』
（
ｕ
m
e

ｒ
ｗ
ｅ
ｇ
ｓ
　ｚ
ｕ
ｒ

Ｓ
ｐ
ｒ
ａ
ｃ
ｈ
ｅ
,
　
１
９
５
９
）
で
扱
う
詩
と
哲
学
思
想
と
の
相
関
関
係
に
着
目
し
て
、

ハ

イ

デ

ッ

ガ

ー

の

「

言

葉

の

追

思

自

覚

こ

そ

哲

学

思

想

で

あ

る

」

（
Ｔ
１
３
　・
　２
０
２
）

と

い

う

主

張

に

関

心

を

示

し

て

い

る

。

し

か

し

、

田

辺

は

ハ

イ

デ

ッ

ガ

ー

の

解

釈

学

を

次

の

よ

う

に

批

判

し

て

い

る

。

ハ

イ

デ

ッ

ガ

ー

に

於

て

は

、

思

想

は

た

だ

既

存

詩

人

の

用

語

の

解

釈

を

通

ず

る

に

止

ま

る

か

ら

、

更

に

思

想

の

過

去

伝

統

的

な

る

框

を

破

っ

て

革

新

的

に

言

葉

み

ず

か

ら

、

未

来

に

向

い

自

由

創

造

を

行

う

詩

作

行

為

そ

の

も

の

と

し

て

哲

学

に

ま

で

転

入

し

こ

れ

を

発

展

せ

し

め

る

と

は

い

わ

れ

な

い

よ

う

で

あ

る

…

…

た

と

い

詩

作

と

思

想

と

の

相

関
相
即
と
い
っ
て
も
、
詩
の
創
造
が
思
想
を
一
た
び
無
の
深
淵
に
没

宗教的実践 と「偶然」85



落

破

滅

せ

し

め

る

こ

と

に

よ

り

そ

れ

を

更

新

復

活

せ

し

め

る

の

で

は

な

い

。
（
Ｔ
１
３
　・
　２
０
２
）

こ

の

一

節

か

ら

わ

か

る

よ

う

に

、

ハ
イ

デ

ッ

ガ

ー

に

お

い
て

も

、

詩

の

解

釈

は

単

に

既

成

の

道

（
過

去

の

詩

）

を

重

ん

ず

る

だ

け

で

は

な

く

、

そ

の

目

的

は

、

過

去

や

伝

統

を

遡

る

こ

と

に

よ

っ

て

新

た

に

創

造

的

に

道

を

開

く

こ

と

に

あ

る
。
「
し

か

し

そ

こ

に

は

、

過

去

の

没

落

破

滅

が
即

ち

未

来

の

復

活

更

新

で

あ

る

と

い
う

断

絶

と

転

換

は

な

く

、

そ

の

意

味

に

於

て

の

死

復

活

は

認

め

ら

れ

な

い

。

あ

く

ま

で

既

存

者

の

優

勢

存

続

が

支

配

的

た

る

の

で

あ

る
」（
Ｔ
１
３
　・
　２
０
３
）
°

ハ

イ

デ

ッ

ガ

ー

の
詩

解

釈

に

田

辺

の
「
死

復

活

」

と

い

う

宗

教

的

な

実

践

自

覚

が

欠

落

し

て

い

る

の

は

、

明

ら

か

で

あ

る

。

た

と

え

、

ハ

イ

デ

ッ

ガ

ー

自

身

が
詩

作

を

行

っ

て

思

惟

の

遡

源

超

克

を

詩

に

お

い
て

展

開

し

た

と

し

て

も

、

そ

の

哲

学

思

考

は

必

ず

し

も

詩

作

に

転

入

す

る

と

は

言

い

が

た

い

（
Ｔ
１
３
　・
　２
０
３

を

参

照

）
。

真

に

そ

の

仕

事

を

成

し

遂

げ

た

の

は

了

フ
ル

メ

で

あ

っ

た

と

、
田

辺

は

断

言

し

て

い

る

。

そ

の

理

由

は

、

マ
ラ

ル

メ

が

『
イ

ジ

チ

ュ

ー

ル
』

を

著

し

て

か

ら

、

詩

作

の

行

き

詰

ま

り

に

直

面

し

、

三

〇

年

に

近

い

歳

月

を

費

や

し

て

『
双

賽

一

擲

』

を

完

成

し

た

こ

と

に

あ

る
。

と

い

う

の

は

、
『

双

賽

一

擲

』

は

彼

の

詩

作

行

為

、

ま

た

は

「
死

復

活

」

の

転

換

行

為

に

よ

る

も

の

だ

か

ら

で

あ

る

。

そ

う

し

た

『
イ

ジ

チ

ュ

ー

ル

』

か

ら

『
双

賽

一
擲

』

へ

の

思

想

的

転

回

は

、

マ

ラ

ル

メ

が
詩

作

を

通

じ

て

自

ら

の

知

性

を

無

に

没

落

さ

せ

る

こ

と

に

よ

っ

て

、

そ

の

無

に

置

か

れ

た

知

性

を

再

び

詩

作

を

通

じ

て

展

開

さ

せ

た

結

果

で

あ

る

。

田

辺

は

こ

の

転

回

に

、

マ
ラ

ル

メ

の

詩

作

立

場

が

ギ

リ

シ

ヤ
的

主

知

主

義

か

ら

キ
リ

ス

ト

教

的

実

存

自

覚

へ

と

展

開

し

た

こ

と

を

見

出

し

た

（
Ｔ
１
３
　・
　２
９
０
を

参

照

）
。

田

辺

は

『

イ

ジ

チ

ュ

ー

ル

』

を

論

究

す

る

に

あ

た

っ
て

、

主

人

公

イ

ジ

チ

ュ

ー

ル

が

「

自

己

の

種

族

に

固

有

な

る

過

去

の

伝

統

に
対

し

、
自

己

の

個

人

的

自

由

な

る

未

来

的

創

造

の

立

場

か

ら
反

抗

し
対

決

す

る

こ

と

を
中

止

し

て

、

み

ず

か

ら
死

に

趨

く
」
（
Ｔ
１
３
　・
　２
２
９
）

こ

と

に

注

目

し

て

い

る

。

し

か

し

、

田

辺

か

ら
見

れ

ば

、

そ

の

全

体

の
構

造

は

単

に

イ

ジ

チ

ュ

ー

ル

が
自

己

の

種

族

伝

統

、

あ

る

い

は

自

己

の

運

命

に

含

ま

れ

る

必

然

に

束

縛

さ

れ

、

自

ら

の

自

由

意

志

を

表

明

し

つ

つ

も

そ

こ

か

ら
逃

れ

ら

れ

ず

に

、

理

想

と

現

実

と

の

不

相

応

に

悩

ま

さ

れ

て

つ

い
に

自

殺

を

遂

げ

る

こ

と

に

よ

っ

て

、

種

族

伝

統

や

必

然

の

絶

対

性

を

保

っ

た

こ

と

を

伝

え

て

い

る

も

の

で

は

な

い

。

つ

ま

り

、

マ

ラ

ル

メ

が
過

去

か

ら

伝

来

し

た

種

族

の

伝

統

と

合

理

的

、

理

性

的

立

場

を

表

す

必

然

を

徹

底

的

に

堅

持

し

、

知

性

の
闇

に

あ

た

る
偶

然

を

破

滅

さ

せ

る

こ

と

に

よ

っ
て

。

自

ら

の

知

性

を

全

う

す

る

詩

人

で

は

な

い

と

、

田

辺

は

考

え

て

い

る

の

で

あ

る

。

田

辺

は

『
イ

ジ

チ

ュ

ー

ル
』

第

一

章

『
夜

半

』

を

取

り

上

げ

、

そ

こ

に

含

ま

れ

る

了

フ

ル

メ

の

思

想

的

葛

藤

を

示

す

弁

証

法

的

構

造

を

次

の

よ

う

に

説

明

し

て

い

る

。

と

こ

ろ

で

『
イ

ジ

チ

ュ

ー

ル
』

の
夜

半

の

現

在

は

、

過

去

と

未

来

と

の

対

立

し

な

が

ら

相

接

す

る
限

界

で

あ

る

か

ら

、

内

容

的

に

は

過

去

的

必

然

な

る

祖

先

伝

来

の

伝

統

と

、

未

来

的

不

定

の

偶

然

と

が

、

相

触

れ

相

対

抗

す

る

所

で

な

け

れ

ば

な

ら

な

い
。

す

な

わ

ち

過

去

の

伝

統

は

同

一

性

的

に

自

己

を

主

張

し

て

、

現

在

か

ら

未

来

に

向

い

人

間

の

運

命

を

必

然

と

し

て

予

定

し

よ

う

と

す

る

の

で

あ

る

が

、

し

か

し
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人

間

の

自

覚

は

現

在

の

自

己

を

単

に

過

去

の

伝

続

か

ら

必

然

に

産

ま

れ
出

た

も

の

と

は

認

め

ら

れ

な

い

。

な

ぜ

な

ら

、

そ

れ

は

自

己

の

否

定

で

あ

り

、

現

在

の

過

去

に

よ

る

抹

殺

で

あ

る

か

ら

で

あ

る

。

現

在

自

己

が
産

ま

れ

て

現

に

生

き

る

と

い
う

こ

と

自

身

、

飽

く

ま

で

偶

然

に

由

来

し

、

決

し

て

単

に

過

去

の

予

定

的

結

果

と

は

自

覚

せ

ら

れ

な

い

。

こ

の

偶

然

に

産

出

せ

ら

れ

た

現

在

に

於

け

る
自

己

の

自

由

決

断

こ

そ

が

、

不

確

定

的

な

る

未

来

を

、

飽

く

ま

で

過

去

に

対

抗

す

る

も

の

と

し

て

緊

張

的

に

確

定

し

成

立

せ

し

め

る

の

で

あ

る
。

夜

半

の

現

在

は

ど

う

し

て

も

単

な

る

過

去

の

必

然

的

延

長

で

は

あ

り

得

ぬ

。

そ

れ

は

た

だ

、

未

来

の

偶

然

の

媒

介

に

よ

っ
て

の

み
可

能

な

る

、

必

然

即

偶

然

の

自

由

に

外

な

ら

な

い
。
（
Ｔ
１
３
　・
　２
３
５
-
２
３
６
）

第

一

章

「

夜

半

」

は

、

現

在

の

時

間

的

構

造

に

過

去

と

未

来

と

の

、

あ

る

い

は

種

族

伝

統

の

必

然

性

と

個

人

自

由

の

偶

然

性

と

の

媒

介

が

必

要

不

可

欠

で

あ

る

こ

と

を

示

し

て

い

る

。

し

か

し

、

マ

ラ

ル

メ

は

上

述

し

た

時

間

の
構

造

を

意

識

し

な

が

ら

も

、

イ

ジ

チ

ュ

ー

ル

を

し

て

絶

対

偶

然

（

無

限

な

る

偶

然

）

に

逃

避

さ

せ

、
時

の

永

遠

に

安

住

さ

せ

る

こ

と

に

よ

っ

て

、

夜

半

の

現

在

を

無

意

味

と

思

わ

せ

、

現

実

に

倦

怠

を

感

じ

さ

せ

よ

う

と

し

た

。

そ

れ

は

、

マ

ラ

ル

メ

が

「

必

然

即

偶

然

」
、
「
過

去

即

未

来

」

の

弁

証

法

的

構

造

を

十

分

に

自

覚

し

て

い

な

い

か

ら

で

あ

る

（
Ｔ
１
３
　・
　
２
３
７
-
２
３
８

を

参

照

）
。

マ

ラ

ル

メ

は

こ

こ

で

、

自

ら

の

詩

作

に

お

け

る

自

覚

の

二

律

背

反

的

な

矛

盾

葛

藤

を

露

呈

し

て

い

る

。

ま

た

、
『

イ

ジ

チ

ュ

ー

ル

』

第

四

章

「

双

賽

投

擲

」

で

言

う

偶

然

の

解

釈

に

関

し

て

も

、

田

辺

は

必

然

と

偶

然

と

の

相

即

関

係

を

も

っ
て

マ

ラ

ル

メ

の

自

覚

の

二

律

背

反

的

な

矛

盾

葛
藤

を
明

ら
か

に

し
て

い
る
（
Ｔ
１
３
　・
　２
５
０
-
２
５
１
を
参

照
）
。

に
も

か
か

わ
ら

ず
、

マ
ラ

ル
メ
は

つ

い
に

神
子

（
エ
ル

ベ
ー
ノ

ン
）

が

父

な

る
創
造
神

に
背

き
自
殺

し

た
こ

と
に
因

ん
で
、

イ

ジ
チ
ュ

ー
ル

を
し

て

祖
先

の
期
待

に
背

か

せ
、
狂

気

の
自

殺

に
赴
か

せ
て
、

彼

を
過

去

か
ら

伝

来

し
た
種
族

の

伝
統

か
ら
遠

ざ
け

よ
う

と
し
た
。

こ

う
し
た

イ
ジ
チ

ュ

ー
ル

の
自

殺

は
、

一
見

し
て
自

ら

の
自

由
意

志
で
運

命

の
必
然

性
か

ら
離

れ
る

こ
と

が
で
き

た

よ
う
に
見

え

る
。
だ

が
、
そ

れ
は

か
え

っ
て
運
命

の

必

然
性

の
勝
利

を

招

く
こ
と

に
な

る
。
な

ぜ
な

ら
、
自
殺

は

イ
ジ
チ

ュ

ー

ル

が
種
族
伝
統

の
必
然

性
に

と
ら

わ
れ
た
証

し
だ

か
ら

で
あ

る
。
か

く
し

て
、
偶

然

は
必

然

に

よ
っ
て
否

定

さ
れ
て

し
ま

い
、
イ

ジ
チ

ュ

ー
ル
の
未

来

に
向

か

う
自

由

な

る
行
為

も
過
去

か
ら

伝
来
し

た
種
族

伝
統

の
必

然
性

に

よ

る
保
守
的

行
為

に
取

っ
て
代

わ
ら
れ

た
の
で

あ
る
。

自
殺

は
必

然
承

認

に

よ
る
偶
然

否

定

の
帰

結

に
ほ

か
な
ら

な

い
。
田

辺

は
そ

れ
を

「
無
自

覚
的

自
然

衝
動

的
死

」
（
Ｔ
１
３
　・
　２
６
５
）
と

称
し

、
知
性

を

保
証

す

る
必
然

性
に

安
住

す
る
と

い
う

マ
ラ

ル

メ
の
安
逸

慾
の
現

れ
で

あ

る
と

し
、

そ

れ

を
乗

り
越

え

る
た

め

に
は
、

キ
リ

ス
ト
教

で
言

う
宗
教

的
回

心

や
禅

宗

で

言

う
大
死

一
番

の
覚

悟

が
必

要
で

あ

る
と
主
張

す

る
。

三
　
「

双

賽

一

擲

」

と

偶
然

そ
れ
で

は
、

マ
ラ

ル
メ

の
思
想

は
具
体

的
に

い
か

な

る
詩

作
的
自

覚

に

よ

っ
て
、
『
イ

ジ
チ

ュ

ー
ル
』
か

ら
「
双

賽
一
擲
」

へ
と
展
開

し

た
の

か
。

そ

れ
を
解
明

す

る
前
置

作
業

に

お

い
て

、
田
辺

は
イ

ジ
チ

ュ

ー
ル
を
狂
気

の
自

殺

に
導

い
た

マ
ラ

ル
メ

の
安

逸
慾

が
知
性

を
求

め

る
活
動

に
通
ず

る

宗教的突践 と「偶然」87



と

こ

ろ
が
あ

る
と

し
、

マ
ラ

ル
メ

の
詩

作
の

立
場

を
次

の
よ

う
に
分

析

し

て

い

る
。

何

と
な

れ
ば

、
知
識

を
追

求

す

る
活

動

と

い
え

ど
も
、

そ
の
活
動

の

止

む
こ

と
な

き
精
進

そ

の
も

の
に
満

足

が
あ

る
の

で
な

く
、
た

だ

そ

の

到
達

せ
ん

と
す

る
目
標

に

の
み
係

念

し
、

そ
れ

に
達

す
る
こ

と

に

依

り

享

受

せ

ん
と

す

る
安

心

と

怡

楽

と

に

ば

か
り

執

着

す

る

な

ら

ば

、
所

詮

活
動

の
目

的

は

安

逸

で

あ

り
怠

惰

で
あ

る

か

ら

で

あ

る

…

…
人
間

が
「
偶
然

」
を

排
除

し

て
必
然

の
全

般
的

支
配

を
希

求

す

る

の
も
、

や

は
り

こ
の
安
逸

を

求

め
る

た
め
と

思

わ
れ

る
。

何

と
な

れ

ば
、
偶

然

が
存
在

す
る

と

い
う

こ
と

は
、

一
々
の
場

合

に
当
面

の

事

象

と
直
接

交
渉

す

る
非

常

に
細

密

な

る
用

意

を
必
要

と
す

る

ば
か

り
で

な

く
、

い
か
に

そ
の
用

意

を
勉

む

る
も
、

な
お
且

つ
偶

然

が
不

可

測

で
あ

る
以
上

は
、

そ

れ

が
目

的

に
適

う
至

妙

の

処
置

に

導

く
こ

と

を
予
期

し
て
安

心

す
る

こ
と

を
、
許

す

も
の
で

な

い
か

ら
で
あ

る
。

（
Ｔ
１
３
　・
　２
６
５
-２
６
６
）

『
イ

ジ
チ

ュ

ー
ル
』

を
書

い
た

マ
ラ

ル
メ

の
主

知

主
義

的
、

理
性

主

義

的

な
立

場

は

こ
こ
に

お

い
て
さ

ら
に
鮮

明
化

さ
れ
て

い
る
。

し

か
し
、

イ

ジ
チ

ュ

ー
ル

の
死

は

、
必

ず
し

も

マ
ラ

ル

メ
の
知

性

の
勝
利

と
は

言

い

が

た

い
。

な

ぜ
な

ら
、
偶

然

を
廃
棄

し
た

イ

ジ
チ

ュ
ー

ル
の
必
然

的

な
死

は

か
え

っ
て

、

マ
ラ

ル

メ
の
知

性

に
敗
北

（

つ
ま
り

安
逸

、
怠
惰

）

を
も

た

ら
し

た

か
ら
で

あ
る
。

田
辺

は
、

マ
ラ

ル

メ
の
思

考

の
二
律
背

反
的

な

矛

盾

を

「
安
逸

を
求

め

て
自

己
同

一
性
に
執

着

す

る
人
間

の
、
根
源

悪

に
根

ざ
す
制
限
」
（
Ｔ
１
３
　
・
　
２
６
９
）
と
見
な
し
、
さ
ら
に
「
イ
ジ
チ
ュ
ー
ル
の
悲

劇

は
我

々

人
間

に
共
通

な
る

一
般

的
類
型

」
（
Ｔ
１
３
　・
　２
６
９
）

で

あ

る
と
指

摘

し

て

い
る
。

こ

れ

こ

そ
、

マ
ラ

ル

メ

が

『
双

賽

一
擲

』

を
著

す
ま

で

三
〇

年

に
近

い
歳
月

も
費

や

し
た
理

由
で

あ

っ
た
。

も
し

マ
ラ

ル
メ

が
上
述

し

た
人
間

の
限
界

を
突

破
し

よ
う
と

す

る
な
ら

ば

、
そ

れ

を
滅

却

せ
ず

に
自
己

否
定

即
肯
定

の
転

換
を
促

す
他
力

の
慈

悲

を

待

つ
ほ
か

は
な

い
。
換

言

す
れ
ば

、

マ
ラ
ル

メ
が
知
性

の
支

離
滅
裂

か

ら
復

活

し
て
再

出
発

す

る
た

め
に
は

、
偶
然

が
持

つ
不

安

を
解

消
す

る
宗

教
的

安
心

が
必
要

と

な
り

、

そ
し
て

そ
れ

に
達

す
る
に
は
、

死
復
活

の
回

心
、

つ
ま

り
死

の
覚
悟

が
な
け

れ
ば

な
ら

な

い
の
で
あ

る
。

こ

の
死

の
覚

悟

、

あ

る

い
は
弁

証
法

的
自

覚

は

「
た
だ
そ

の
自
力

達
成

の
不

可
能

を
自

覚

し

、
自

己
を
擲

っ
て
こ

れ
に
随
順

し

、
忍

に
於

て
他

力
的
恩

寵

が
降
下

す

る
時

の
熟

す

る
を
待

つ
外

な

い
」
（
Ｔ
１
３
　・
　２
６
６
）

と

さ
れ

る
。

マ
ラ

ル

メ

の
知
性

が
そ

の
よ

う
に

「
イ

ジ
チ

ュ
ー
ル
」

に

お
い
て
挫
折

し
、

つ
い

に

『
双
賽

一
擲
』

に

お

い
て

復
活

さ

せ
ら

れ
た
こ
と

は
、
あ

た
か

も
田
辺

の
理

性

が

「
種

の
論
理

」

に
お

い
て
挫
折

し
、

つ

い
に
懺
悔
道

哲
学

に

お

い
て

復
活

さ
せ

ら
れ
た

こ

と
と
同

様
で

あ

る
。

と

い
う
の
は

、
両
者

の
転

換

の

基
底

を
な

し
て

い
る

の
は
、
自

己
否

定
即

肯
定

、
あ

る

い
は
死

復
活

と

い
う
宗
教

的
実

存
的

実
践

自
覚

だ

か
ら
で
あ

る
。

そ
う
し

た
宗
教

的
実

践

が

了
フ
ル
メ

の
詩
作
行

為

（
知
的

活
動

）
と
相

関
的

に
見

な

さ
れ

る
理

由

は

こ
こ
に

存
し

て

い
る
の

で
あ

る
。

そ
れ
で
は
、
マ
ラ
ル
メ
は
「
双
賽
一
擲
」
に
お
い
て
、
『
イ
ジ
チ
ュ
ー
ル
』

で
放
棄
し
た
偶
然
を
い
か
に
扱
っ
て
い
る
の
か
。
そ
の
「
賽
の
一
振
り
は

断

じ

て
偶
然

を
廃

す
る

こ
と

は
な

い
だ

ろ
う
」

と

い
う

主
題
に

示

さ
れ
て



い
る
よ

う
に
、
元

来
不

可

測
性

、
非

合
理

性
、
不

安
定

性

な

ど
と

い

っ
た

負

の

イ
メ

ー

ジ
を
持

つ
偶
然

は

再

び
重
要

視

さ
れ

る
よ

う
に

な

る
。
『
双

賽

一
擲
』

の
主

人
公

で
あ

る
難

破
船

の
老
船

長

（
年

を
と

っ
た

イ
ジ
チ

ュ

ー
ル
）

は
、

サ
イ
コ

ロ
の

Ｉ
振

り

を
運
命

の
賭

け
を
決

定

す

る
行

為

と
見

な

し
、
海

と

の
格

闘

で

サ
イ
コ

ロ
の
目

の
出
現

が
偶
発

的

な
も

の
に

す

ぎ

な

い

と
思

い

つ

つ
も
、
「
双

賽

一
擲

、
決

し

て
偶

然

を
廃

棄

す

る
こ

と

は

な

い
」
（
Ｔ
１
３
　・
　２
９
９
）

と
考

え

て

い
る
。

田
辺

は
自

ら

が
試

訳

し
た

『
双

賽

一
擲
』

の
第

四
章

に

お

い
て

、

そ
う

し
た
老
船

長

の
姿

に
必

然
と
偶

然

と

の
対

立

し

つ
つ
統

一
す

る
弁
証

法

的
関
係

を
見

出

し
、

次

の
よ
う

な
補

註
を
加

え
て

い
る
。

右
に
私

が
、

運
命

と
命

運

と

い
う
相
反

的
訳

語

に
よ

っ
て
区

別

し
対

立

せ
し

め
た

、
直

接

必

然

な

る
祖
先

伝

来

の

宿

命

ｄｅ
ｓ
ｔｉｎ

或

は

運

命

と

、
そ

れ
を
自

覚

す
る

こ
と

に
よ

り
否
定

転
換

せ

ら
れ

て
自
性

の

偶
然
な
い
し
自
由
と
媒
介
せ
ら
れ
た
る
命
数
n
o
m
b
r
e
或
は
命
運
と

の
、
絶

対
否

定

的
統

一
均
衡

は

、
ま

さ
に

『
イ

ジ
チ

ュ

ー
ル
』

の
分

裂

と

『
双
賽

一
擲

』

の

統

一

と
の
、

弁
証

法

的
関

係

に

相
当

す

る
、

マ
ラ

ル
メ
詩

想

の
核

心
を

成

す
も

の
で

あ
る
。
（
Ｔ
１
３
　・
　２
９
８
）

以

上

に
よ

れ

ば
、
『
イ

ジ
チ

ュ

ー
ル
』

で
祖

先

伝
統

の

必
然

に

埋
没

さ

れ
た

イ
ジ
チ

ュ
ー
ル
個

人

の
自

由
な

る
偶
然

が
『
双
賽

一
擲

』
に
至

っ
て
、

必
然

即

偶

然

の
弁

証

法

的
関

係

へ

と
変

貌

し

て

い

る
こ

と

は

明
白

で

あ

る
。
田
辺
は
人
間
の
運
命
を
老
船
長
の
運
命
に
譬
え
て
、
人
間
の
背
負
っ

て

い
る
運
命

に
、

必
然

と
偶

然

と
の

二
律
背

反
的

な
矛

盾

が
含
ま

れ

て

い

る
と
考

え
て

い
る
（
Ｔ
１
３
　・
　２
１
８
を
参

照
）
。

イ

ジ
チ

ュ
ー

ル

が
運

命

の
必

然

に

と

ら

わ

れ

て

つ

い

に

自

殺

に

赴

い

て

自

由

の

道

を

閉

ざ

し

た

の

に

対

し

て

、

老

船

長

は

自

ら

の

運

命

に

含

ま

れ

る

必

然

と

偶

然

と

の

二

律

背

反

的

な

矛

盾

を

敢

え

て

受

け

止

め

、

運

命

（

海

）

と

対

抗

し

そ

れ

を
支

配

す

る

に

あ

た

っ

て

、

自

己

を

犠

牲

に

し

て

運

命

を

愛

し

、

運

命

の

表

面

な

る

必

然

に

随

順

し

て

そ

れ

を

生

か

し

、

か

え

っ
て

運

命

の

裏

面

な

る
偶

然

を

自

由

の

媒

介

に

転

じ

た

の

で

あ

る

。

そ

の

老

船

長

の

決

死

行

為

は

、
「
宗

教

的

全

人

間

存

在

の

自

覚

に

於

け

る

決

断

的

死

復

活

の

、

自

己

否

定

的

愛

の

実

践

と

自

由

解

説

と

の

信

仰

体

験

を

意

味

す

る

も

の

」
（
Ｔ
１
３
　・
　
２
２
０
）

に

ほ

か

な

ら

な

い

。

老

船

長

の

運

命

愛

が

意

味

す

る
必

然

と

自

由

、

あ

る

い

は

必

然

と

偶

然

と

の

相

即

関

係

は

、

決

し

て

マ

ラ

ル

メ

自

身

の
詩

作

動

機

と

無

関

係

で

は

な

い

。

こ

れ

に

つ

い
て

は

、

次

の

引

用

か

ら

窺

え

る
。

詩

の

象

徴

的

内

容

と

し

て

全

く

抽

象

を

極

め

た

、

運

命

と

苦

闘

す

る

人

生

と

い

う

船

の

船

長

た

る

主

人

公

の

、

体

験

と

行

動

と

を

通

じ

て

の

自

覚

に

於

け

る

運

命

へ

の
自

在

安

心

を

展

開

す

る

と

こ

ろ

の

『
双

賽

一

擲

』

の

構

想

は

…

…

す

で

に

詩

作

の

動

機

が

詩

人

の

自

己

批

判

的

危

機

に

由

来

し

、

そ

し

て

運

命

を

支

配

し

て

完

全

な

る

オ

ル

フ

イ

ッ

ク

式

宇

宙

展

開

を

志

す

詩

人

の

意

図

に

対

し

、

直

接

障

碍

と

な

る

も

の

と

し

て

の

「
偶

然

」

が

、

詩

の

主

題

に

取

上

げ

ら

れ

た

と

い

う

事

実

は

、

解

釈

の

手

懸

り

と

し

て

す

で

に

与

え

ら

れ

て

居

る

の

で

あ

る

。
（
Ｔ
１
３
　・
　２
３
０
-
２
３
１
）

イ

ジ

チ

ュ

ー

ル

の

無

自

覚

的

自

然

衝

動

的

死

か

ら

老

船

長

の

「
自

覚

的

決

死

覚

悟

の

自

主

的

死

」
（
Ｔ
１
３
　・
　２
６
５
）

へ

の
転

換

は

、

ま

さ

に

マ

ラ

ル

メ

自

身

の

詩

作

行

為

に

か

か

わ

っ

て

い

る

。

換

言

す

れ

ば

、

マ

ラ

ル

メ

自
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身

は

、

詩

作

の

行

き

詰

ま

り

に

よ

っ

て

自

己

の

能

力

へ

の

絶

望

に

陥

り

、

そ

の

結

果

自

殺

へ

と

駆

り

立

て

ら

れ

る

喪

心

状

態

を

経

て

、

死

復

活

と

い

う

宗

教

的

実

存

的

実

践

を

促

さ

れ

て

つ

い

に

『
双

賽

一

擲

』

の

制

作

に

た

ど

り

着

い

た

の

で

あ

る

。

田

辺

が

マ

ラ

ル

メ

の

詩

の

解

釈

に

取

り

組

む

こ

と

が

で

き

た

の

は

、
全

く

マ
ラ

ル

メ

と

の

協

同

的

関

係

に

よ

る

の

で

あ

り

、

「
自

ら

弁

証

法

的

に

実

践

行

為

を

自

覚

す

る

こ

と

に

よ

り

、

詩

人

（

マ

ラ

ル

メ

‥
筆

者

注

）

の

弁

証

法

に

参

与

す

る
」
（
Ｔ
１
３
　・
　２
９
６
）

か

ら

で

あ

る

。

こ

の

よ

う

に

見

て

く

る

と

、

マ

ラ

ル

メ

の

主

知

主

義

的

な
詩

作

行

為

を

「
自

己

犠

牲

即

愛

」

と

い

う

宗

教

的

実

践

と

見

な

す

こ

と

が
で

き

る

の

は

、

田

辺

の

詩

に

対

す

る

解

釈

行

為

と

彼

自

身

の

宗

教

的

実

存

的

実

践

に

基

づ

い

て

い

る

こ

と

が

わ

か

る

。

偶

然

と

い

う

概

念

も

マ

ラ

ル

メ

の

詩

作

行

為

の

転

換

に

よ

っ
て

、

知

性

の

問

題

の

み

な

ら

ず

、

人

間

の

宗

教

的

実

存

や

実

践

に

も

深

く

か

か

わ

っ

て

い

る

。

そ

し

て

、

マ

ラ

ル

メ

の
詩

作

行

為

は

宗

教

的

実

践

自

覚

を

媒

介

と

し

て

、

過

去

的

志

向

を

表

す

必

然

に

と

ら

わ

れ

る

こ

と

も

な

け

れ

ば

、

そ

の

反

対

概

念

、

つ
ま

り

未

来

的

志

向

を

表

す

偶

然

を

不

要

の

も

の

と

せ

ず

に

、

両

者

を

対

立

し

つ

つ
統

一

す

る
関

係

に

維

持

す

る

に

至

っ

て

い

る

の

で

あ

る

。

そ

う

し

た

芸

術

活

動

の

偶

然

を

廃

棄

し

な

い
理

由

は

、

偶

然

が

人

間

の

必

然

な

る
宿

命

に

、

自

由

に

よ

る
可

変

性

や

創

造

性

を

も

た

ら

せ

る

こ

と

に

あ

る

こ

と

は

改

め

て

言

う

ま

で

も

な

い

。

四
　

結
　

論

後
期
田
辺
哲
学
は
田
辺
の
懺
悔
と
い
う
宗
教
的
体
験
に
よ
っ
て
形
成
さ

れ
、
『
マ
ラ
ル
メ
覚
書
』
に
至
っ
て
さ
ら
に
そ
の
宗
教
哲
学
的
な
立
場
を

深

め
て

い
る
。
偶

然
概

念

は
、
後

期
田
辺

哲
学

の
発
展

と
と

も
に
、

宗
教

的

実

践
や
歴

史
的

実
践

だ
け

で
は

な

く
、
芸
術
制

作
に

も
か

か

わ
っ
て

い

る
。

偶
然

は
西

洋

で
は
元

来

、
形
而
上

学

の
問
題

と
し
て

扱

わ
れ
て

お
り

、

一

般

的
に

は
そ

の
非

合

理
的

、
非
日

常

的
、
非

計
画
的

、
予
測
不

可

能

な

性

格

の
た

め
、
軽

視

さ
れ
て

い
る
に
も

か
か

わ
ら
ず
、
日

本

に
至

っ
て

も

は
や
人
間

の
日

常

生
活

や
行

為
に

お

い
て

軽
視

で

き
な

い
重
要

な
概

念
に

変

貌

し
て

い
る
。

そ
の
形

跡

は
後
期

田
辺

哲
学

の
展
開

に
お

い
て
容

易
に

看

取

す

る
こ
と

が
で

き

る
。
『
懺
悔

道

と
し

て
の
哲

学
』

に

お

い
て
歴

史

の
過
去

的
志
向

性

を
帯

び

る
偶

然

は
、
死

復
活

と

い
う
宗

教
的

実
践

を
通

じ
て
未

来
的
志

向
性

を
持

つ

よ
う
に

な
り

、
人
間

に
伝
統

に
束

縛

さ
れ
な

い
自

由

な

る
行
為

を
も

た
ら

し
、
人
間

存

在
や
行
為

に

お

い
て

積
極

的
な

役

割

を
果

た
し

て

い

る
。

こ

の
よ

う
な
偶

然

概
念

は

『
マ
ラ

ル

メ
覚

書
』

に
お

い
て

未
来

的
志

向

に
よ

る
積
極

性

を
保
ち

つ
つ
、

さ
ら

に
、
人
間

の

宿

命

に
可

変
性

を
持

ち
込

み

、
人
間

の
芸

術
活
動

や
制
作

行
為

に
伝

統
に

と

ら

わ
れ
な

い
自

由
な

る
創
造

を

も
た

ら
し
て

い
る

の
で

あ

る
。

上

述
し

た
偶

然
概

念

が
わ

れ
わ

れ
に
与

え

る
現

代
的

意
義

と

は
何

か

。

そ
れ

は
、
合
理

的

、
計

算
的

、
そ

し
て
必

然
的

な
も
の

が
縊

れ
て

い
る

わ

れ
わ

れ
の
日

常

生
活

や
人

生

に
、
常

に

全

く
予
測

で

き
な

い
非

合
理

的

、

非

計
算

的
、
偶

然
的

な

も
の

が
つ

き
ま
と

っ
て

い
る
こ

と
を
知

ら
せ

る
こ

と

で

な
け

れ
ば
な

ら
な

い
。

こ
の

こ
と
は
既

述

の
よ
う

に
、
人

間

が
決
め

ら
れ
た
宿

命

や
行
為

に
可

変
性

と

創
造
性

を
も

た
ら
せ

る
こ

と
を

わ
れ
わ

れ

に
示

し
て

い
る

の
で

あ
る
。

だ

が
、

も
し
わ

れ
わ
れ

が
自
己

の
運
命

に



過
去
か
ら
伝
来
し
た
伝
統
の
必
然
性
と
未
来
に
向
か
う
自
由
な
る
偶
然
性

と
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
を
自
覚
し
て
い
な
い
な
ら
ば
、
た
と
え
自
力
で

迎
命
の
必
然
を
断
ち
切
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
運
命
の
偶
然
と
抱
擁
し
あ
い

自
由
に
未
来
に
お
い
て
生
き
よ
う
と
し
て
も
、
所
詮
運
命
の
必
然
か
ら
逃

れ
る
こ
と
が
で
き
な

い
。
こ
の
こ
と
は
す
で
に
、
イ
ジ
チ
ュ
ー
ル
の
死

が

教
え
て
く
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
解
決
す
る
た
め
に
、
わ
れ
わ
れ

は
た
だ
田
辺
の
ま
ね
を
す

る
以
外
、
ほ
か
に
為
す
す

べ
は
な
い
よ
う
で
あ

る
。
し
か
し
、
田
辺
の
よ
う
に
死
復
活
、
あ
る
い
は
自
己
犠
牲
即
愛
と
い

う
宗
教
的
実
存
的
実
践
を
通
じ
て
自
ら
の
運
命
を
変
え
よ
う
と
す
る
人
は

普
通
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
後
期
田
辺
哲
学
の
偶
然
論
が
わ
れ
わ
れ
に
与
え

る
現
代
的
意
義
は
さ
ら
に
現
に
生
き
て
い
る
わ
れ
わ
れ
の
行
動
に
よ
っ
て

間

わ
れ
続
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

※
　
『
田
辺
元
全
集

』
（
筑
摩

書
房

、
第
二

版
）

か
ら
の
引
用
に

際
し
て
、
（
Ｔ
巻
号
・

買
数
）
と
記

し
、
旧
漢
字
と
旧
仮
名
遣

い
は
新
字
に
改
め
た
。
本
論

は
、
台
湾

行
政
院
国

家
科

学
委
員
会

の
專
題
計
画
研

究
費
（
後
期
田

邊
哲
學

的
「
偶
然
」

問
題

９
９
 ―
 ２
４
１
０
-
Ｈ
　
-１
１
０
-
０
０
１
　―
）
に

よ
る
も
の
で

あ
る
。

（

り

ょ

う

・

き

ん

ひ

ん

、

日

本

近

代

哲

学

、

台

湾

国

立

中

山

大

学

、

哲

学

研

究

所

、

助

理

教

授

）
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