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は
じ
め
に

心
と
身
体

と
が
い
か
に
し
て
因
果
的
な
関
係
を
持

つ
か
と
い
う
問
題

は
、
物
質

と
し
て
の
脳
か
ら
な
ぜ
意
識
が
生
じ
る
か
と
い
う
問
題
、
さ
ら

に
は
、
原
子
の
空
間
的
な
延
長

と
そ
の
運
動
と
が
な
ぜ
感
覚
に
な
る
の
か
、

と
い
う
問
題
に
置
き
換
え
ら
れ
る
。
こ
の
問
題
は
、
実
証
的
に
は
解
決
不

能
と
い
う
意
味
で
形
而
上
学
的
で
あ
る
。
実
証
に
は
観
察
デ
ー
タ
が
同
一

の
概
念
枠
の
中
で
処
理
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
が
、
延
長
と
運
動
の
性
質
と
、

感
覚
と
思
考
の
性
質
と
は
、
扱
わ
れ
る
枠
が
ま

っ
た
く
異
な
り
、
そ
れ
ら

を
共
通
に
観
察
す
る
方
法

が
原
理
的
に
な

い
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
以
下

で
は
、
物
質
と
精
神
と
い
う
対
立
項
の
設
定
が
、
す
で
に
別
々
の
概
念
枠

へ
の
抽
象
化
を
経
て
い
る
と
見
な
す
立
場
を
検
討
す
る
。
同
じ
概
念
枠
内

で
の
事
柄
同
士

の
関
係
は
、
観
察
さ
れ
得

る
。
し
か
し
、
そ
れ
ぞ
れ
が
別

の
枠
に
属
す
る
観
念
同
士

が
直
接
に
作
用
し
合
う
と
い
う
考
え
方
は
、
も

と
も
と
背
理
で
あ
る
。
こ
の
と
き
謎
は
、
脳
と
い
う
物
質
か
ら
ど
の
よ
う

に
精
神
が
生

じ
る
か
、
と
い
う
事
象

の
側
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
「
物
質
」

と
「
精
神
」
と
い
う
互
い
に
別
の
概
念
枠
に
属
す
観
念
を
作

っ
た
上
で
、

な
お
ふ
た
つ
を
結
び
つ
け
よ
う
と
す
る
私
た
ち
の
操
作
の
側
に
あ
る
こ
と

に
な
る
。

そ
う
し
た
見
解
と
し
て
ま
ず
、
物
質
と
精
神
と
を
と
も
に
純
粋
な
観
念

と
見

な
し
た

ベ
ル
ク
ソ

ン
の
方
法

を
見
る
。
『
物
質

と
記
憶
』
で
は
、
物

質
と
し
て
の
脳
作
用
は
行
動
に
と
っ
て
有
用
で
あ
る
働
き
に
隕
ら
れ
、
こ

の
有
用
性

か
ら
外
れ
た
所
に
、
記
憶
、
精
神
を
位
置
づ
け
る
。
そ
こ
で
物

質
と
精
神
と
の
対
立

が
、
行
動
に
関
わ
る
純
粋
知
覚
と
、
関
わ
ら
な

い
純

粋
記
憶
と
の
対
置
へ
と
置
き
換
え
ら
れ
た
仕
方
を
確
認
す
る
。
次
に
西
田

の
場
所
論
に
お
け
る
実
在
の
述
語
的
な
「
限
定
」
を
、
物
質
や
精
神
を
す

で
に
実
在
の
抽
象
と
見
な
す
立
場
と
し
て
再
解
釈
す
る
。
そ
し
て
「
限
定
」

以
前
の
場
所
を
、

ベ
ル
ク
ソ
ン
の
行
動
に
関
わ
る
有
用
性
以
前
の
状
態
と

―
―
ベ
ル
ク
ソ
ン
と
西
田
を
手
が
か
り
に
―
―



比
較

す

る
。

さ
ら
に
私

た

ち

が
物

心

の
対
立

以
前

を
存

在

論
的

な
根
源

と
し

て
考

え

る
に

際
し

て
、

ベ
ル

ク
ソ

ン

が
実

在
論

や
観

念
論

と

い
う
認

識
論

上

の
対

立

の
解

消

を
、
唯

物
論

や
唯

心
論

と

い
う
存

在
論

上

の
対

立

の
解

消

に
結

び

つ
け

て

い
っ
た

道
筋

を
確
認

す

る
。

そ

こ
で

は

「
物

質
」

や

「
精

神
」

以

前

の
次
元

に
出
現

す

る
実

在
の

姿
と

は
何

か

が
吟
味

さ
れ

な

く
て

は
な

ら
な

い
。
そ

こ
で
、

純
粋

持
続

や

生
命

の
跳

躍
と

い
う

、
あ

る
意

味
実

体

的

な
何

か
と

し
て
生

命
を

扱

っ
た

ベ
ル

ク
ソ

ン
と

、
概
念

上
絶

対

に
対
立

す

る
も

の
同
士

が
、

矛
盾

的
自

己
同

一

と
な

る
所

に
生
命

を
見

よ

う
と

し

た
西

田

の
立
場

と
を
対

置

さ
せ

る
。

そ
し

て
後

者
に

お
け

る
、
概

念

性

の

離

脱

の
徹
底

性

が
含

む
問
題

点

に

つ

い
て
最
後

に
確
認

す

る
。

一
　
『
物

質

と
記

憶

』

で

の

脳

と
精

神

物
質

と

し
て

の
脳

か

ら
な

ぜ
精

神

が
生

み
出

さ
れ

る
の

か
。

ベ
ル

ク
ソ

ン
の
基

本
的

な
考

え
は

、
「
脳

の
状

態

が
表

す
の

は
、
精

神
状

態

の
う

ち
、

空
間

の
移
動

に
よ

る
運
動

に
置

き

換
え

ら

れ
る

こ
と

の
で

き
る
、
小

さ
な

部
分

で

し
か

な

い
と

私

は
考

え
る

。
」
（
Ｍ
Ｍ
　ｐ

．６
）
と

い
う
言
葉

に
示

さ
れ

る
。

こ

れ

が
奇

妙

に
響

く

の
は

、
意

識

の
出
所

は

、
脳

と

い

う
物
質

的

、

空
間

的

実

在

で

あ

る

と

い
う

前

提

を
私

た

ち

が
持

っ

て

い

る
か

ら

で

あ

る
。

し

か

し
、

こ
の
前

提

を

逆
手

に
と

り
、

む

し

ろ
物
質

の
方

が
延

長

、

運

動

と

い
う
形

式

に
限

定

さ
れ

た
現

れ
で

あ

っ
て
、

こ

の
現

れ
以

前

を
精

神

と
見

な

す
の

が

ベ
ル
ク
ソ

ン

だ
と

理
解

す

る
こ
と

も
で

き

る
。

こ

れ
に
関

し
て

ベ
ル

ク
ソ

ン

は
精
神

活
動

を
芝

居

に
喩
え

る
。

空
間

化

さ

れ

る
脳

の

働

き

は

「
役

者

の

動

き

」

に

す

ぎ

ず

、

脳

は

「

パ

ン

ト

マ

イ

ム
」

で

あ

っ

て

、

芝

居

の

意

味

、

つ

ま

り

精

神

の

本

質

は

そ

こ

に

は

な

い

と

言

う

の

で

あ

る
（
Ｍ

Ｍ

　ｐ
ｐ

．６
-
７
）

し

か

し

、

脳

と

い

う

物

質

に

現

れ

な

い

精

神

と

い

う

と

、

な

ぜ

私

た

ち

は

不

可

解

な

も

の

と

思

う

の
だ

ろ

う

か

。

そ

れ

は

、

物

質

の

属

性

で

あ

る

量

と

延

長

の

み

を

実

在

と

し

、

精

神

の

属

性

で

あ

る

質

と

非

延

長

と

を

そ

こ

か

ら

除

外

す

る

、

私

た

ち

の

思

考

様

式

に

よ

る

の

で

は

な

い

か

。

こ

れ

だ

と

、

延

長

化

さ

れ

な

い

精

神

は

決

し

て

実

在

に

含

ま

れ

ず

、

質

は

虚

構

と

な

る

。

ベ
ル

ク

ソ

ン

は

こ

の

様

式

を

排

し

、

精

神

を

延

長

に

現

し

な

が

ら

、

他

方

で

物

質

に

質

を

取

り

戻

す

。
こ

う

し

て

見

る

と

、

延

長

と

量

し

か

な

い
物

質

の

方

が

、

実

在

を

抽

象

し

た

主

観

的

産

物

に

す

ぎ

な

い

。

そ

こ

で

、

主

観

的

な

心

象

の

質

を

持

ち

な

が
ら

、

他

方

で

「
物

質

」

と

も

命

名

さ

れ

る

「

イ

マ

ー

ジ

ュ
」

が
意

義

を

持

っ

て

く

る

。

ま

ず

、
「
私

た

ち

に

と

っ

て

、

物

質

と

は

〈

イ

マ

ー

ジ

ュ

〉

の

集

ま

り

で
あ
る
。
」
（
Ｍ
Ｍ
　
ｐ
．
1
）
と
言
う
。
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
「
物
質
」
は
、
延
長
、

質

量

と

い

っ

た

、

第

一

性

質

だ

け

を

特

性

と

は

し

な

い

。

反

対

に

、

特

定

の

観

念

や

、

色

、

味

な

ど

、

主

観

的

な

第

二

性

質

の

み

を

本

質

と

す

る

も

の

で

も

な

い

。

イ

マ

ー

ジ

ュ

か

ら

す

る

と

、

第

一

性

質

も

第

二

性

質

も

と

も
に
抽
象
物
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
イ
マ
ー
ジ
ュ
が
、
「
観
念
論
者
が
表
象

ｒ
ｅ
ｐ
ｒ
ｅ
ｓ
ｅ
ｎ
ｔａ
ｔｉｏ
ｎ

と

呼

ぶ

も

の

以

上

で

は

あ

る

が

、

し

か

し

、

実

在

論

者

が
物
ｃ
ｈ
ｏ
ｓ
ｅ
と
呼
ぶ
も
の
以
下
で
あ
る
、
あ
る
種
の
存
在
―
―
《
物
》
と
《
表

象
》
と
の
間
の
中
間
に
位
置
づ
け
ら
れ
た
存
在
」
（
Ｍ
Ｍ
　
ｐ
．
1
）
と
言
わ
れ

る

の

は

こ

の

意

味

で

あ

る
。

こ

れ

は

、

外

界

に

表

象

の

原

因

と

し

て

存

在

心はなぜ形 而上 学の問題となる か77



し

て

い

る
と
考

え
ら

れ

て
い

る
「
延
長

物

」
で

も

な

い
。
イ

マ

ー
ジ
ュ

と

は

第

一
性
質

と

第
二

性
質

と
を
併

せ

持

つ
、

あ

る
種
中
立

的

な
実

在
で

あ

り

、

そ

れ
を
根

本

に
据

え
る

こ
と

は
、
知

覚

や
観
念

の
主
観

的
性
質

を
失

わ
な

い
ま

ま

、
か

つ
第

一
性
質

と

し
て

の
物

理
的

性
質

を
受

け
入

れ

る
こ

と
で

も

あ

る
。

「
し

た

が
っ
て
常

識

に
と

っ
て

は
、
対

象

は

そ
れ
自
身

で

存
在

し
。

そ

し

て
他
方

で

は
、
対

象
は

そ

れ
自
身

に

お

い
て
、
私

た

ち

が
目

に

す
る
ま
ま
の
生
き
生
き
と
し
た
色
彩
を
持
っ
て
い
る
：
こ
の
対
象
は

ひ
と

つ
の

イ

マ
ー
ジ

ュ
で

あ

る
、

し

か
し

こ

れ
は
、

そ

れ
自

身

で
存

在

す

る
イ

マ

ー
ジ
ュ

な
の

で
あ

る
。
」
（
Ｍ
Ｍ

　ｐ
．２
）

第

一
性
質

の
み

が
実
在
だ

と

す

る
と
、

実
在

は
色

彩
を

持

た
な

い
。

す

る
と

、
な

ぜ
色

彩

の
な

い
第

一
性

質

か

ら
色
彩

が
生

じ

る
か

と

い
う
疑
問

が
生

じ

る
。

た
と
え

ば
機

能
主
義

的

理
解

に

お

い
て
は
、

色
彩

は
識

別

の

手
段

に

す

ぎ
な

い
と
し

て
、
実

在

か
ら
除

外

さ

れ
る
場

合
も

あ

る
。
し

か

し
色

彩

そ

れ
自
身

の
存

在
は

、
私
た

ち

が
自

然
に

直
観

す

る
も
の

で
あ

り
、

こ

の
自

然

の
直

観
の
実

在
性

を
否

定

す

べ
き
理

由
は

な

い
。

そ

こ
に
照

ら

せ

ば

、
物

質

の

「
延
長

」
、
精

神

の

「
非

延

長

」

と

い
う
区

別

も

、
抽

象

と
な
る
。
現
に
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
こ
の
区
別
を
、
「
習
慣
的
な
錯
覚
」
に
よ

っ
て

「
わ
れ

わ
れ

の
悟
性
」

が
作

り
上

げ

た

も
の

と
見
な

す
。

し

か
も
そ

れ

が

「
デ
ィ

レ
ン

マ
を
措

定
す

る
」
（
Ｍ
Ｍ

　ｐ
．５
３
）

こ
と

に
な

る
と

い
う

。

物
質

か

ら
意
識

が
生

じ
、

延
長

か

ら
非

延
長

が
生

じ

る
こ
と

の
謎

も
、
同

様

の

「
デ

ィ

レ

ン
マ
」

か

ら
の
帰

結

だ

ろ

う
。

す

る

と
心
身

問
題

と
は

、

実

は
表

象
と

表
象

と
の
関

係
で

あ

る
こ

と
を

、
実

在
同
士

の
関

係

だ
と
思

い
込

む

こ

と

で

生

じ

る
問

題

と

な

る

。

無

関

係

な

表

象

同

士

に

関

係

を

見

出

そ

う

と

す

る

こ

と

自

体

、

背

理

と

な

る

。

こ

う

し

た

意

味

で

、

実

在

を

抽

象

化

す

る
前

の
、

常

識

と

直

観

と

を

重

視

し

、

抽

象

化

の

解

除

に

よ

っ

て
形

而

上

学

の

問

題

を

な

く

そ

う

と

す

る

の
が
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
方
法
だ
と
言
え
る
。
し
か
し
彼
は
『
物
質
と
記
憶
』

で

は

、

失

語

症

理

論

な

ど

の

心

理

学

説

を

主

要

な
手

引

き

と

し

て

お

り

、

概

念

枠

そ

の

も

の

を

主

題

と

し

て

は

い

な

い

。

そ

れ

に

対

し

て

西

田

は

、

こ

う

し

た

対

立

概

念

を

、

述

語

論

理

に

よ

る

実

在

の

限

定

に

見

出

し

た

点

で

、

こ

の

枠

自

体

を

主

題

と

す

る

傾

向

が

よ

り

強

い
。

ま

た

ベ
ル

ク

ソ

ン

は

自

ら

の

立

場

に

つ

い

て

「

は

っ

き

り

と

二

元

論

的

ｎ
ｅ
ｔ
ｔｅ
ｍ
ｅ
ｎ
ｔ

ｄ
ｕ
ａ
ｌ
ｉ
ｓ
ｔ
ｅ
」
　
（
Ｍ
Ｍ
　
ｐ
．
１
）
と
述
べ
る
面
も
あ
り
、
こ
の
点
で
は
純
粋
経
験
や

場

所

の

一

元

性

を

貫

き

通

し

た

西

田

と

は

異

な

る

。

さ

ら

に

ベ

ル
ク

ソ

ン

は
少
な
く
と
も
『
物
質
と
記
憶
』
に
お
い
て
、
西
田
と
異
な
り
主
客
の
未

分

は

殆

ど

言

わ

な

い
。
し

か

し

イ

マ

ー

ジ

ュ

の

性

質

を

徹

底

化

さ

せ

る
と

、

延

長

と

非

延

長

と

の
区

別

ば

か

り

で

は

な

く

、
「
対

象

」

と

主

観

と

の
区

別

も

意

味

を

失

っ
て

来

ざ

る

を

得

な

い
。

こ

う

し

た

問

題

意

識

か

ら

、

次

に

西

田

が

物

質

と

精

神

と

の

対

立

を

ど

の

よ

う

に

扱

っ

た

か

を

見

た

い
。

二
　

「
頭

で

作

っ

た

神

秘

」

確

か

に

西

田

は

、

形

而

上

学

の

問

題

解

決

を

直

接

の
目

的

と

し

て

は

い

な

い
。

し

か

し

、

物

質

や

精

神

も

含

め

た

世

界

把

握

の

根

本

概

念

を

も

、

場

所

の
限

定

の

結

果

と

見

な

す

西

田

の
議

論

は

、

形

而

上

学

の

問

題

の

原

因

を

す

で

に

こ

の

概

念

の

使

用

に

見

出

す

立

場

と

し

て

考

え

ら

れ

る

。



「
生
命
に
は
空
間
的
境
界
は
な
い
。
活
力
論
者
の
如

く
環
境
を
離

れ
た
有
機
体
の
考
か
ら
出
立
し
て
も
、
ま
た
機
械
論
者
の
如
く
有
機

物
を
物
質
の
一
部
分
と
な
す
考
か
ら
出
立
し
て
も
、
生
物
学
者
の
生

命
の
考
を
構
成
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
人
は
こ
れ
を
神
秘
と
い
う
。

し
か
し
そ
れ
は
我
々
の
頭
で
作
っ
た
神
秘
で
あ
る
。
世
界
を
機
械
的

物
質
の
世
界

と
考

え
る
か
ら
、
そ
れ
が
神
秘
と
な
る
の
で
あ
る
。
」

（
【
論
理
と
生
命
】
論
集
Ⅱ
　
一
九
二
頁
）
。

こ
こ
で
「
我
々
の
頭
で
作

っ
た
神
秘
」
と
い
う
言
葉
に
注
意
し
た

い
。

機
械
的
な
物
質
が
生
命
を
組
み
立
て
る
こ
と
は
不
可
解
で
あ
る
。反
対
に
、

物
質
と
は
無
関
係
に
独
立
し
た
活
力
も
、
非
物
質
的
な
何

か
と
い
う
背
理

を
作
っ
て
し
ま
う
。
そ
し
て
、
そ
れ
ら
が
ど
う
「
生
命
」
を
形
成
す
る
か

は
な
お
さ
ら
説
明
で
き
な
い
。
し
か
し
こ
れ
が
「
神
秘
」
な
の
は
、
世
界

が
お
か
し
い
か
ら
で
は
な
く
、
も
と
も
と
「
頭
で
作
っ
た
」
に
す
ぎ
な

い

物
質
や
活
力
を
、
考
察
の
出
発
点
と
す
る
こ
と
に
起
因
す
る
と
西
田
は
考

え
る
。
そ
れ
に
対
し
て
生
命
と
は
、
「
関
係
を
見
る
こ
と

が
生
命

を
見

る

こ
と
」
（
同
所
）
と
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
物
質
で
も
、
実
体
化
さ
れ
た
精

神
で
も
な
い
。
そ
れ
は
、
両
者
が
分
け
ら
れ
る
以
前
の
、
形
成
的
な
作
用

の
場
そ
の
も
の
を
生
命
と
見
な
す
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
よ
う
な
生

命
は
、
唯
物
論
か
ら
は
物
質
の
機
能
的
な
循
環
と
し
て
し
か
映
ら
ず
、
反

対
に
実
体
的
な
精
神

は
そ
う
し
た
関
係
に
関
与
で
き
な

い

。
物
質
の
視

点

か
ら
こ
の
作
用
の
場
を
見
て
も
、
決
定

さ
れ
た
物
質
の
運
動
と
し
か
見

え
な
い
。
逆
に
精
神
実
体
の
視
点
は
、
決
定
性
を
破

る
純
粋
な
自
発
性
を

考
え
る
限
り
、
精
神
は
物
質
と
接
合
で
き
な
い
。
ど
ち
ら
の
立
場

も
、
実

在
と
し
て
の
作
用
の
場
を
把
握
で
き
な
い
思
考
様
式
を
持

っ
て
し
ま
っ
て

い
る
。

場
所
の
「
限
定
」
と
は
、
概
念
枠
に
よ
る
実
在
の
不

透
明
化
と
し
て
理

解
で
き
る
。
確
か
に
概
念
や
知
覚
対
象
は
、
こ
の
枠
組
み
が
な
け
れ
ば
成

立
し
な
い
。
し
か
し
、
西
田
は
こ
の
限
定
を
経
た
も
の
を
実
在
と
は
見
な

さ
な
い
方
向
に
向
か
う
。
む
し
ろ
逆
に
、
限
定
を
取
り
払
う
こ
と
で
実
在

が
露
に
な
る
と
い
う
考
え
が
強
い
。

「
無
の
場
所
に
お
け
る
有
の
場
所
の
限
定
と
い
う
こ
と

が
知
覚
と

い
う
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
而
し
て
限
定
せ
ら
れ
た
有
の
場
所
、

即
ち
知
覚
の
範
囲
に
留
ま
る
間
は
、
力
の
世
界
を
見

る
こ
と
は
で
き

ぬ
。
…
…
力
の
世
界
を
見

る
に
は
、
か
か
る
限
定
せ
ら
れ
た
一
般
概

念
を
破
っ
て
、
そ
の
外
に
出
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
」
（
「
場
所
」
論
集
Ｉ

一
一
四
頁
）
。

「
知
覚
」
と
は
、
概
念
枠
を
経
て
可
能
と
な
る
に
す
ぎ
な
い
。
逆
に
そ

う
し
た
「
限
定
せ
ら
れ
た
一
般
概
念
を
破
」
り
、
概
念
枠
以
前
に
引
き
戻

る
こ
と
が
強
調
さ
れ
る
。
こ
の
破
り
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
な
る
の
が
「
力

の
世
界
」
だ
が
、
こ
れ
は
た
と
え
ば
熱
や
運
動
な
ど
か
ら
算
出
さ
れ
る
数

値
と
し
て
の
物
理
的

エ
ネ
ル
ギ
ー
で
は
な
い
。
そ
れ
は
先
の
「
生
命
」
と

同
じ
で
、
物
的
な
も
の
と
し
て
も
、
さ
ら
に
精
神
的
実
体
と
し
て
さ
え
規

定
さ
れ
ず
、
両
者
の
対
立
が
そ
こ
に
お
い
て
無
意
味
に
な
る
何
か
で
あ
る
。

し
か
も
こ
れ
は
、
両
者
の
対
立
を
前
提
と
し
た
上
で
、
そ
れ
ら
が
和
合
す

る
こ
と
で
は
な
い
。

こ
の
概
念
枠
以
前

へ
戻

る
こ
と
は
、
「
相
反
の
世
界
か
ら
矛
盾
の
世
界

心はなぜ形而上学 の問 題となるか79



に
出
」
（
同
所
）

る
こ
と
と
言
わ
れ
る
。
こ
の
「
相
反
」
と
「
矛
盾
」

と

は
ど
う
違
う
の
か
。
西
田
は
「
こ
の
転
回
点
は
最
も
考
う
べ
き
で
あ
る
と

思

う
。
」
（
同
所
）
と
、
そ
の
重
要
性
を
強
張
す
る
。
先

に
は
、
「
有
」
に

お
い
て
「
知
覚
」
が
成
立
し
、
そ
こ
に

「
相
反

」
も
成
立
す
る
こ
と
が
述

べ
ら
れ
た
。
こ
れ
は
何
と
何
か
と
の
対
立
が
成
り
立
つ
世
界
、
つ
ま
り
対

立
項
同
士
を
関
係
さ
せ
る
概
念
枠

が
不
可
欠
に
な
る
。
し
か
し

「
力
の
世

界
」
で
は
、
こ
の
「
力
」
と
何
か
と
の
「
相
反
」
さ
え
成
立
し
な

い
。
な

ぜ
な
ら
、
「
力
」
を
、
別

の
、
力
を
ま
っ
た
く
持
た
な
い
何
か
と
対
立
さ

せ

る
概
念
枠
そ
の
も
の
が
な

い
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
が
「
矛
盾
の
世
界
」

の
重
要

な
性
質
の
ひ
と
つ
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
概
念
枠
が
不
成
立
に

な
る
仕
組
み
こ
そ
が
、
西
田

が
「
転
回
点
」
と
し
て
重
視
し
た
も
の
と
考

え
ら
れ
る
。
概
念
枠
や
対
立
の
不
成
立
こ
そ
が
「
矛
盾
」
の
条
件
で
あ
り
、

そ
こ
に
「
直
観
」
の
意
義

が
浮
上
す
る
。
私
た
ち
は
対
立
物
を
そ
れ

ぞ
れ

ま
と
め
て
対
象
化
は
で
き
る
。
し
か
し
対
立
さ
え
不

成
立
の
諸
事
項
を
一

緒
に
対
象
化
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
不
可
能
性
に
徹

す
る
と
こ
ろ
で
、
直
観
は
意
義
づ
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

で
は
概
念
枠
以
前
か
ら
、
な

ぜ
概
念
枠
は
生
じ
た
か
。

ベ
ル
ク
ソ
ン
は

行
動

へ
の
有
用
性
に
そ
の
成
立
を
見
た
。
こ
の
点
、
西
田
で
は
理
由
は
明

確
に
さ
れ
な

い
。
と
こ
ろ
で
、
有
用
性
が
知
識
の
根
拠
な
ら
、
こ
の
知
識

の
適
用
範
囲
は
そ
の
有
用
性
の
領
域
に
限
ら
れ
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
の
知

識
は
、
有
用
性
の
範
囲
で
役
立

つ
目
的
で
作
ら
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
し
か

し
一
度
誕
生
し
た
知
識
は
、
元
来
の
適
用
範
囲
を
超
え
て
用

い
ら
れ
よ
う

と
し
て
も
気
づ
か
れ
な
い
。
し
か
も
そ
れ
を
究
極
の
問
題
に
適
用
さ
せ
よ

う
と
す
る
か
ら
、
形
而
上
学
の
問
題
は
生
じ
る
。
つ
ま
り
問
題
解
決
の
方

途
は
、
こ
の
知
識
以
前
に
戻
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
を

ベ
ル
ク
ソ
ン
が
ど

の
よ
う
に
行
つ
た
か
、
次
に
確
認
し
た
い
。

三
　

知

識

以

前

と

形

而

上

学

以

前

ベ

ル
ク

ソ

ン

が

『
物

質

と

記

憶

』

に

お

い

て

、

物

質

や

精

神

を

人

為

的

な

概

念

と

見

な

し

た

の

は

、

心

身

問

題

の

よ

う

な

形

而

上

学

的

問

題

の

解

決

を

動

機

の

ひ

と

つ

に

し

て

い

た

か

ら

で

あ

る

。

こ

の

概

念

化

は

、

物

体

を

延

長

、

精

神

を

非

延

長

と

見

な

す

私

た

ち

の

思

考

が
生

じ

た

理

由

に

つ

い

て

の

考

察

か

ら

明

ら

か

に

さ

れ

る

。

ま
ず
感
覚
を
「
非
伸
張
i
n
e
x
e
n
s
i
v
e
」
と
す
る
考
え
方
に
つ
い
て
は
、

そ

れ

を

「

誤

謬

」
（
Ｍ

Ｍ

　ｐ
．６
０
）
と

明

確

に

規

定

し

た

上

で

、

こ

の

誤

り

の

出

所

を
、

精

神

の

属

性

を

非

空

間

的

性

質

に

限

定

し

た

デ

カ

ル

ト

的

推

論

に

見

る

。
「
空

間

の

役

割

と

延

長

の

本

性

に

つ

い

て

の

間

違

っ

た

考

え

方

」

（
Ｍ

Ｍ

　ｐ
．６
０
）
と

い

う

の

は

そ

れ

で

あ

る

。

こ

れ

が

、

形

而

上

学

の

謎

の
出

発

点

で

あ

り

、

精

神

と

物

体

と

の
区

別

も

こ

こ

か

ら

生

じ
た

と

い

う

わ

け

で

あ

る

。

反

対

に

、

こ

の
推

論

が

誤

り

で

あ

れ

ば

、

謎

が
生

じ

る

根

拠

も

な

い

。

現

に

ベ

ル

ク

ソ

ン

は

、

感

覚

や

思

考

を

つ

ね

に

、

デ

カ

ル

ト

が

思

考

と

は

区

別

し

た

、

延

長

や

空

間

性

と

一

体

の

も

の

と

し

て

見

る

。

次

に

観

念

論

と

実

在

論

と

の
対

立

の

出

所

へ

の

批
判

で

あ

る

。

私

た

ち

は

。

観

念

で

は

な

く

物

質

が
第

一

に

あ

る

と

見

な

す

、

実

在

論

的

な

見

方

を

当

然

視

す

る

と

こ

ろ

が

あ

る

。

他

方

、

現

象

は

す

べ

て

私

に

知

ら

れ

る

現

象

で

あ

る
と

す

る

観

念

論

的

な

見

解

も
否

定

は

で

き

な

い
。

観

念

と

そ



の
原
因
と
し
て
の
物
質
と
を
区
別
し
、
私
た
ち
が
知
覚
す
る
の
は
観
念
だ

が
、
そ
の
原
因
と
し
て
私
た
ち
の
外
部
に
知
ら
れ
ざ
る
物
質

が
存
在
す
る
、

と
い
う
ロ
ッ
ク
的
な
構
図

が
有
力
に
な
っ
た
の
は
そ
の
た
め
で
あ
る
。
反

面
、
私
た
ち
が
バ
ー
ク
リ
の
見
解
に
対
し
て
抱
く
違
和
感
は
、
私
の
中
に

だ
け
あ
る
は
ず
の
観
念
や
知
覚
を
、
私
の
外
部
の
存
在
条
件
に
ま
で
拡
張

し
た
点
に
あ
る
。
外
部
は
内
部
か
ら
は
独
立
し
て
存
在
す
る
と
い
う
の
が
、

私
た
ち
の
前
提
だ
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
、
外
部
の
物
質

を
す
で
に
第
一
性
質
と
見
な
し
て
物
の
本
性
と
し
、
内
部
に
現
れ
る
第
二

性
質
を
物
の
現
象
と
す
る
構
図
自
体
を
批
判
す
る
。

「
簡
潔
に
言
う
と
私
た
ち
は
、
観
念
論
と
実
在
論
が
行

っ
た
、
物

質

を
そ
の
存
在
と
そ
の
現
象
と
の
間
で
分
離
す
る
こ
と
以
前
の
物
質

を
考
え
る
の
で
あ
る
。
」
（
Ｍ
Ｍ
　ｐ

．２
）°

こ
こ
か
ら
す
る
と
、
第
一
性
質
を
実
在
と
し
て
現
れ
を
単
な
る
現
象
と

す
る
考
え
は
、
実
在
の
表
現
で
は
な
く
、
逆
に
抽
象
的
な
区
分
を
実
在
へ

と
す
り
替
え
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な

い

。
こ
れ
は
存
在
と
現
象
と
を
区

分
す
る
私
た
ち
の
前
提
へ
の
根
本
的
な
批
判
で
も
あ
る
。
そ
こ
で
、
こ
の

第
一
性
質
「
以
前
の
物
質
」
、
つ
ま
り
第
一
性
質
と
第
二
性
質
と
の
区
別

を
伴
わ
な
い
「
物
質
」
と
は
何
か
が
問
題
と
な
る
。
そ
れ
は
物
理
法
則
に

従
属
す
る
の
か
。
そ
れ
と
も
こ
の
「
物
質
」
は
物
理
法
則
以
前
な
の
か
。

た
と
え
ば
、
知
覚
と
存
在
と
を
同
一
視
す
る
バ
ー
ク
リ
の
言
葉
を
ま
と
も

に
受
け
取
れ
ば
、
物
質
は
そ
の
存
在
ご
と
知
覚
で
あ
る
限
り
、
ま
っ
た
く

恣
意
的
に
動
き
、
知
覚
に
現
れ
る
も
の
が
従
う
べ
き
物
理
法
則
は
な
い
。

こ
こ
で
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
、
物
質
の
法
則
と
精
神
の
恣
意
性
と
の
中
間
的

な

ス
タ

ン
ス
を

採

る
。

バ
ー
ク
リ

は
中
間

よ
り

精
神

側

に
物
質

を
持

っ
て

き
た

た

め
に
、

物
理

学
の
成

功
を
説

明
で

き
ず

、
宇
宙

の
数

学
的
秩

序

を

偶
然
と
見
な
さ
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た
と
い
う
（
Ｍ
Ｍ
　
ｐ
．
３
）
。
つ
ま
り
物

理

法

則

が
す
で

に
第

一
性
質

の
み

を
前
提

に

す
る

な
ら
、

そ
の
段

階
で
実

在

は
抽

象

さ

れ
た

こ
と
に

な
る
。
反

対
に

精
神

実
体

も
実
在

の
抽

象
で
あ

る
限

り
、

当

然

、
物

は
主

観

の
恣
意

だ

け
で

は

勣

か
な

い
。
「
物
質

」

は

半

分

観
念

で

あ

る

が
、
そ

れ

は
精
神

と

物
質

と

い
う
区

別

以
前

で

あ

る
。

元

来
人

間

は
、

こ

の
区

別
以

前
の
ま

ま
の
実

在

に
触

れ
て

お
り
、

し
か
も

そ

こ

を
常
識

と

す
る

と

い
う

点

が
重
要

で

あ
る

。

し
か
し
、
こ
の
直
接
の
実
在
は
「
常
識
s
e
n
s
 
c
o
m
m
u
n
」
と
言
わ
れ

な

が

ら
非

常

に
捉

え

に
く

い
。

た
と

え
ば
空

間

は
分
割
可

能

と
私
た

ち
は

考

え

る
が
、

そ

う
し
た
空

間

は
す
で

に
数
学

的
な

延
長

と
し
て

概
念
化

さ

れ

た
空
間

な

の
で

あ

る
。
概
念

の
枠
に

あ
ま
り

に
慣

れ

す
ぎ
た
私

た

ち
は
、

そ

れ
な

し

に
も

の
を
考

え
る

こ
と
は
不
可

能

な

の
で
あ

る
。

そ
こ
で
最

後

に

、
西

田

が
直

接

の
実

在
を

「
矛
盾
」

と
見

な

さ
ざ

る
を
得

な
く
な

っ
た

理

由
を
検

討

し
、
形

而
上

学

の
問
題
発

生
以

前

の
世
界

の
姿

に
接
近

し
た

い
。

四
　
「
矛
盾
的
自
己
同

一
」

と
生
命

物
体
的
延
長
を
実
在
と
し
て
も
、
非
延
長
的
な
魂
を
実
在
と
し
て
も
、

生
命
は
成
立
し
な
い
。
こ
れ
は
ベ
ル
ク
ソ
ン
で
も
西
田
で
も
共
通
し
た
見

解
だ

が
、
そ
こ
を
徹
底
的
に
「
矛
盾
」
と
し
て
打
ち
出
し
た
と
こ
ろ
に
、

西
田
の
生
命
論
の
特
徴

が
あ
る
。
生
命
の
本
質
の
捉
え
が
た
さ
は
、
た
と

心はなぜ形而上学 の問 題となるか81



え

ば

ベ

ル

ク

ソ

ン

の

純

粋

持

続

と

ク

オ

リ

ア

と

の

違

い

に

も

見

ら

れ

る

。

私

た

ち

は

ク

オ

リ

ア

を

、

客

観

的

な

脳

作

用

や

身

体

機

能

に

現

れ

な

い

、

純

粋

な

感

覚

と

し

て

位

置

づ

け

よ

う

と

す

る

。

し

か

し

そ

う

し

た

ク

オ

リ

ア

は

、

物

理

的

な

も

の

を

実

在

と

見

な

す

限

り

世

界

の

中

に

位

置

す

る

と

こ

ろ

が

な

い

。

に

も

か

か

わ

ら

ず

、

存

在

し

な

い

と

私

た

ち

の

生

き

生

き

と

し

た

実

感

は

説

明

で

き

な

い

。

以

上

は

ク

オ

リ

ア

を

め

ぐ

る

解

決

困

難

な

矛

盾

で

あ

る

。

こ

れ

は

ク

オ

リ

ア

が

、

物

理

的

客

観

的

出

来

事

で

は

「

な

い

」

と

い

う

形

で

、

物

理

的

な

出

来

事

の

概

念

枠

を

前

提

に

し

て

い

る

た

め

に

生

じ

る

困

難

で

あ

る

。

し

か

し

、

物

理

的

世

界

と

生

き

生

き

し

た

実

感

と

の

矛

盾

は

、

世

界

把

握

の

概

念

枠

に

よ

っ

て

作

り

出

さ

れ

て

い

る

矛

盾

と

す

れ

ば

、

こ

の

枠

の

除

去

に

よ

っ

て

ク

オ

リ

ア

の

謎

は

消

滅

す

る

。

ベ

ル

ク

ソ

ン

に

言

わ

せ

れ

ば

、

こ

の

概

念

枠

を

前

提

と

す

る

ク

オ

リ

ア

は

「
に
せ
物
の
純
粋
観
念
ｃ
ｏ
ｎ
ｔ
ｒ
ｅ
ｆ
ａ
c
o
n
s
　
ｄ
ｅ
ｓ
　
ｉ
ｄ
e
ｅ
ｓ
　
ｐ
ｕ
ｒ
ｅ
ｓ
」
（
Ｍ
Ｍ
　
ｐ
．
２
７
６
）

で

あ

り

、

主

観

的

な

構

成

物

の

一

種

に

ほ

か

な

ら

な

い

。

そ

れ

に

対

し

て

「

直

接

に

与

え

ら

れ

て

い

る

も

の

」

は

、

こ

の

構

成

に

よ

る

実

在

の

限

定

を

は

ず

し

た

と

こ

ろ

に

現

れ

、

ク

オ

リ

ア

さ

え

も

こ

こ

に

は

該

当

し

な

い

。

西

田

の

「

矛

盾

的

自

己

同

一

」

は

、

物

質

と

ク

オ

リ

ア

の

よ

う

に

、

概

念

枠

に

よ

っ

て

作

ら

れ

た

「

矛

盾

」

が

、

枠

の

消

滅

に

よ

っ

て

根

こ

そ

ぎ

消

滅

す

る

こ

と

で

あ

る

。

し

か

も

こ

の

矛

盾

の

解

消

は

、

こ

の

概

念

枠

か

ら

は

絶

対

に

思

考

不

可

能

で

あ

る

ゆ

え

に

、

矛

盾

は

「

絶

対

」

だ

っ

た

の

で

あ

る

。

こ

の

自

己

同

一

的

状

態

を

示

す

言

葉

に

「

行

為

的

直

観

」

が

あ

る

。

こ

こ

に

は

行

為

と

直

観

と

の

ふ

た

つ

の

性

質

が

含

ま

れ

て

い

る

が

、

こ

れ

と

反
対

の
言
葉

を
作

る
と

す
れ

ば
「
思
惟

的
分

析
」

に
な

る
だ
ろ

う
。

思
惟

が
出

来
事

を
対
象

と
し
て

外
部

か
ら

観
察
す

る
の

に
対

し

て
、
行

為

と
は

出
来

事
の
内

部

に
密

着

す
る

。
ま
た

分
析
は
対

象

を
要

素

化
し

て
説
明

す

る
。

そ
れ

に
対

し

て
直
観

は

、
全
体

を
基
本

単
位

と
し
て

描

き
出

す
。
全

体

が
最
初

で
最

後

で
あ

る
か

ら
、

こ
れ
を
構

成
要

素
と

す
る
外

側

も
存
在

し

な

い
。
「
行

為

的

直
観

」

に

お

い
て
、
内

と
外

と

い
う
区

分

は
無

意
味

で

あ

る
。

つ
ま

り

こ
こ

で

も
、
形
而

上
学
的

問
題

の
原
因

は
実

在

の
側
で

は

な
く
、

そ

れ
を
分

割

し
た

側
に
あ

っ
た

こ
と
に

な

る
。
し

か

も
、
矛
盾

が
概
念
枠
に
よ
る
限
定
か
ら
生
じ
る
な
ら
、
絶
対
的
に
矛
盾
す
る
も
の
の

同

一
化
に

は
、

限
定

は
絶

対

無
と
言

わ
れ

る
次
元

に
ま

で
開
放

さ
れ
な

く

て

は
な

ら
な

い
。
有

と
無

と

は
、

こ
の
開
放

の
次
元

で

な
け

れ
ば
同

一
化

し

な

い
。

「
非

連
続

」

と

「

連
続

」

も
、
こ

の
絶
対

矛
盾

の

一
例

で

あ

る
。

非
連

続

は
客

観
的

な
物

質
、

連
続

は
主
観

的

な
精
神

と
置

き
換
え

て
み

る
こ

と

も
で

き

る
。

こ

れ
ら

は
よ

り

上
位

の
概

念
に

よ

っ
て

は
包

括

さ

れ
な

い
。

両

者

が
絶

対

に
限

定

さ
れ

な

い
無

へ
と
開

放

さ
れ

る
こ
と

に
よ

っ
て
、

そ

れ
ら

の
絶
対

的

な
対
立

の
根
拠

が
無
効

に
な
り

、
ひ

と

つ
の
全
体

と

し
て

同

一

化

す

る
の

で
あ

る
。
「
非

連

続

の
連
続

の
構

成
作

用

」

が

「
絶
対

の

無
の
限
定
」
（
「
行
為
的
直
観
」
論
集
Ⅱ
　
三
二
二
頁
）
だ
と
い
う
言
葉
は
、

環

境

―
個
体

の

生
命

の
現

実

が
、
そ

の
内

と
外

と

が
区

別

さ

れ
な

い
全
体

と
し

て
自
己

展
開

、

自
己

超
出

す

る
こ
と
と

し
て
理

解
で

き

る
。
行
為

的

直
観

は
、

矛
盾

が
矛

盾

と
な

る
以

前

へ
と
透
徹

す

る
こ

と
で
、

矛
盾

の
成

立
条

件
自

体
を

改
変

さ
せ

る
。

こ

れ
は
概
念

の
抽
象

化
で

は
な

く
、

実
在



全
体
の
自
己
改
変
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
改
変
は
、
「
絶
対
知
」
と
い
う
「
立
場
な
き
立
場
」
と
し

て
も
表
明
さ
れ
る
。
あ
る
対
象
が
絶
対
だ
と
す
れ
ば
、
絶
対
は
主
観
が
知

る
対
象
と
す

ら
言
え
な
い
。
絶
対
が
知
ら
れ
れ
ば
、
絶
対
は
絶
対
で
は
な

い
も
の
と
対
置
さ
れ
、
絶
対
の
「
外
」

が
生
じ
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。

し
か
し
絶
対
は
全
体
で
あ
り
、

そ
の
限
り
で
絶
対
の
外
は
あ
り
得
な
い
。

絶
対
無
、
超
越
的
述
語
面
に
は
ま
さ
に
「
外
」
が
な
い
と
い
う
特
徴
が
あ

る
。
こ
れ
は
、
知
の
対
象
で
は
、
そ
の
対
象
と
そ
う
で
な
い
も
の
と
が
区

別
さ
れ
る
の
と
好
対
照
で
あ
る
。
同
様
に
、
絶
対
に
矛
盾
す
る
も
の
同
士

の
媒
介
、
絶
対
媒
介
も
、
知
の
対
象
で
は
な
く
、
述
語
的
概
念
化
を
超
え

て
い
る
。
こ
こ
に
お
い
て
、
絶
対
媒
介
、
絶
対
矛
盾
の
自
己
同
一
は
同
一

の
地
平
に
立

つ
こ
と
に
な
り
、
し
か
も
そ
れ
が
「
具
体
的
実
在
」
の
姿
と

な
る
。
そ
し
て
全
体
の
自
己
展
開
と
し
て
の
生
命
も
、
こ
の
系
譜
に
連
な

る
。
そ
れ
は
知

が
働

く
枠
組
み
そ
の
も
の
を
創
り
出
す
形
成
作
用
で
あ
る

限
り
、
知
の
枠
組
み
で
は
な
く
、
そ
れ
以
前
の
根
底
と
な
る
面
を
持
ち
続

け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。

お

わ
り

に

こ
こ
ま
で
、
心
身
問
題

が
、
概
念
と
実
在
と
を
取
り
違

え
た
こ
と
か
ら

生
じ
て

い
る
と
い
う
思
想
を
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
と
西
田
を
例
に
探

っ
て
み
た
。

ベ
ル
ク
ソ
ン
は
い
わ
ゆ
る
物
質
や
精
神
を
、
各
々
独
立
に
抽
象
化
さ
れ
た

「
に
せ
物
の
純
粋
観
念
」
と
見
な
し
、
本
来
の
物
質
を
純
粋
知
覚
、
精
神

を
純
粋
記
憶
に
置
き
換
え
、
両
者
の
関
係
を
擽

っ
た
。
純
粋
知
覚
は
、
物

質

で

あ

る
と
同

時
に

知
覚

で

あ
り
、

そ

こ
に

質

的
な
要

素

が
含

ま

れ
る
。

し
か

し
他
方

で

ベ
ル

ク
ソ

ン
は
自

ら
の
立
場

を

「
二
元

論
」

と
も
明

言
し

て

お

り
、

そ
の

点
は
西

田

の
場

所
的

な
一
元

論

と
は
区

別

さ
れ
た
。

ま

た

ベ
ル
ク
ソ

ン
は
、
全
体

と
し

て

の
イ

マ
ー

ジ
ュ
か

ら
行

動
に

必
要

な
も

の

が
抽

出

さ
れ

る
、
一
連

の
過

程
を

知
党

と
見

な
す
。

こ

こ
で

概
念

化

は
行

動

へ
の

必
要
性

に
よ

っ
て
生

じ

る
と
考

え

る
。

そ

れ
に
対
し

て
西

田

は

、
概
念

化

を
実
在

の
分
化

と

は
見
な

す

が
、
そ

れ

が
な
ぜ
生

じ
る
か

を
言

わ
な

い
。

こ
う

し
た
違

い
の
一

方
、

イ

マ
ー

ジ
ュ
は
知

覚

の
源
泉

で

あ

る
の
み

な
ら

ず
、
物
質

と
精

神
と

が
分

か
れ

る
以
前

の
、

存
在
論

的
な

源

泉

で
も

あ

っ
た
。

こ
う
し

た
認
識
論

と

存
在
論

と

の
重
層
構

造
に

お

い

て

、

ベ
ル

ク
ソ

ン
と
西
田

に

は
共
通
点

が
見

ら

れ
た
。

た
だ

し
、

主
客

の
合
一

や
、

無
限
定

を
徹

底
化

さ
せ

た
無
と

い
う
考

え

方

は
、

ベ
ル
ク
ソ

ン

に
は
ほ
と

ん
ど

な

い
。

こ

れ
は
、

合
理
的

な
世
界

の

背

後

の
、
合

理
的

な

ら
ざ
る

も
の
に

つ

い
て

の
扱

い
方

に
大

き
く
関

わ
る
。

ベ
ル

ク
ソ

ン
は
イ

マ
ー
ジ
ュ

や
純
粋
持

続

を
、
物

質

や
精
神
以

前

の
原

初

的

実
在

と
見

な

す
向

き
も
あ

る
が
、

そ
れ

ら
を
端

的

に
所
与

と
し
て
出

発

す

る
。

そ

れ
に
対

し
て
西

田

は
、
限
定

を
受

け
た

知
識

を
包

む
の

が
場

所

と

し

つ
つ

も
、
場

所
自
身

は
根

拠

づ
け
ら

れ
ず
、

合
理

性
を
超

え
て

い
る

こ

と

に
着

目

す

る
。
「
実

在

と
考

え

ら
れ

る

も
の

は
、

そ

の
根
底

に
何

処

ま

で

も
非

合

理
的

と
考

え

ら

れ
る

も
の

が
な

け

れ
ば

な

ら
な

い
。
」
（
「
無

の
自

覚

的
限
定

」

論
集
Ｉ
　

二
五
五

頁

）
と

い
う

主
張

は
、
単

な
る
選

択

肢

の
ひ

と

つ
で

は
な

い
。

あ

る
合

理
的

な
実

在

の
合
理
性

を
成

り
立
た

せ

る
形

式

が
正

し

い
か
否

か
の
判
断

は
、

そ

の
合
理

性
に
含

ま

れ
な

い
。
西

となるか心はなぜ形而上学の問題83



田

が

心

や

物

と

い

う

合

理

的

概

念

の

根

底

に

無

を

設

定

す

る

こ

と

も

、

こ

れ

に

通

じ

る

。

Ｍ
Ｍ
：
　
Ｂ
ｅ
ｒ
ｇ
ｓ
ｏ
ｎ
,
　
Ｈ
ｅ
ｎ
ｒ
ｉ
,
　
M
a
ｔ
ｉ
ｅ
ｒ
ｅ
　
ｅ
ｔ
　
Ｍ
ｅ
ｍ
ｏ
ｉ
ｒ
ｅ

．

Ｅ

ｓ
ｓ
ａ

ｉ

　ｓ

ｕ

ｒ

　
ｌ

ａ

　
ｒ
ｅ

ｌ
ａ

ｔ
ｉ

ｏ
ｎ

　
ｄ

ｕ

ｃ
ｏ
ｒ
ｐ
ｓ
　
ａ
　
L
'
ｅ
ｓ
ｐ
ｒ
ｉ
ｔ
，
　
５
４
e
ｄ
，
　
Ｐ
ａ
ｒ
ｉ
ｓ
；
　
Ｐ
ｒ
ｅ
ｓ
ｓ
ｅ
ｓ
　
Ｕ
ｎ
ｉ
ｖ
ｅ
ｒ
ｓ
ｉ
ｔ
ａ
ｉ
ｒ
ｅ
ｓ
　
ｄ
ｅ
　
Ｆ
ｒ
ａ
ｎ
ｃ
ｅ
，

１

９

５

３

．

そ
れ
が
環
境
―
個
体
全
体
の
自
己
限
定
に
な
る
。
そ
れ
は
個
体
が
一
般
法
則
に

従

属

す

る

の

で

も

、

個

体

が

恣

意

的

に

一

般

性

を

破

る

の

で

も

な

い

。

環

境

と

個

体

と

が

未

分

の

ま

ま

、

そ

れ

自

身

に

お

い

て

自

己

展

開

す

る

こ

と

で

あ

る

。

そ

れ

は

決

定

性

に

従

う

こ

と

で

も

な

く

、

反

対

に

決

定

性

を

破

る

こ

と

で

も

な

い

。

む

し

ろ

決

定

性

と

自

発

性

と

の

区

別

の

方

が

、

「

形

成

作

用

」

か

ら

生

み

出

さ

れ

る

と

言

え

る

。

（
４
）
　
「
機
械
論
の
哲
学
者
l
e
s
《
m
ｅ
ｃ
ｈ
ａ
ｎ
ｉ
ｃ
ａ
ｌ
　
ｐ
ｈ
ｉ
ｌ
ｏ
ｓ
ｏ
ｐ
ｈ
ｅ
ｒ
ｓ
》
に
反
対
し
て
、
バ

ー

ク

リ

が

、

物

質

の

第

二

性

質

は

少

な

く

と

も

第

一

性

質

と

同

じ

く

ら

い

実

在

性

を

も

つ

と

明

言

し

た

日

に

、

哲

学

に

は

大

き

な

進

歩

が

実

現

し

た

。
」
（

Ｍ

Ｍ

ｐ
ｐ

．
２
-

３
）

と

い

う

記

述

も

、

第

一

性

質

は

第

二

性

質

と

同

様

、

す

で

に

実

在

そ

の

も

の

で

は

な

い

と

い

う

考

え

に

つ

な

が

る

。

（

５

）
　

実

在

を

第

一

性

質

に

限

る

場

合

、

第

一

性

質

か

ら

な

ぜ

第

二

性

質

が

生

じ

る

か

と

い

う

問

題

が

生

じ

る

。

さ

ら

に

観

念

と

そ

の

原

因

と

を

区

別

す

る

ロ

ッ

ク

的

な

櫛

図

は

、

現

象

と

本

体

と

の

区

別

を

前

提

と

し

て

い

る

が

、

な

ぜ

こ

の

区

別

が

あ

る

の

か

は

不

問

で

あ

る

。

ふ

た

つ

を

分

け

た

か

ら

こ

そ

、

そ

れ

ら

が

な

ぜ

つ

な

が

る

か

が

形

而

上

学

の

謎

と

な

る

の

で

あ

る

。

ベ

ル

ク

ソ

ン

の

「

常

識

擁
護
」
は
、
「
常
識
」
に
お
い
て
ふ
た
つ
を
分
け
る
理
山
は
な
い
と
い
う
立
場
で

あ

る

。

（

お

き

な

が

・

た

か

し

、

哲

学

・

宗

教

学

、

帝

京

大

学

教

授

）

84

論
集
Ｉ
：
『
西
田
幾
多
郎
哲
学
論
集
Ｉ
』
岩
波
書
店
、
一
九
八
七
。

論
集
Ｈ
：
『
西
田
幾
多
郎
哲
学
論
集
Ⅱ
』
岩
波
書
店
、
一
九
八
八
。

（

１

）
　

現

代

の

心

の

哲

学

は

、

そ

の

身

体

論

に

お

い

て

、

非

延

長

と

考

え

ら

れ

て

い

た

精

神

を

、

身

体

の

う

ち

に

延

長

と

し

て

見

て

い

る

。

そ

の

一

方

で

、

物

質

が

最

的

広

が

り

だ

け

で

は

な

く

、

質

も

持

つ

と

い

う

考

え

に

否

定

的

で

あ

る

の

は

、

こ

の

ベ

ル

ク

ソ

ン

の

立

場

か

ら

す

る

と

、

論

理

的

に

中

立

で

は

な

い

こ

と

に

な

る

。

（

２

）
　

実

在

の

抽

象

化

に

よ

っ

て

私

た

ち

の

認

識

が

成

立

す

る

に

し

て

も

、

こ

の

抽

象

化

以

前

の

実

在

そ

の

も

の

と

は

何

か

が

問

題

に

な

る

。

ベ

ル

ク

ソ

ン

は

そ

れ

を

、
「

イ

マ

ー

ジ

ュ

と

観

念

、

非

延

長

的

な

後

者

と

延

長

的

な

前

者

と

の

あ

い

だ

」

に
位
置
す
る
「
一
連
の
中
間
的
な
状
態
ｕ
ｎ
ｅ
　
ｓ
e
ｒ
ｉ
ｅ
　
d
'
e
ｔ
ａ
ｓ
　
ｉ
ｎ
ｔ
ｅ
ｒ
r
n
ｅ
ｄ
ｉ
ａ
ｉ
ｒ
ｅ
ｓ
」
だ

と
言
う
。
し
か
も
こ
れ
は
「
感
受
的
状
態
l
e
s
　
e
ｔ
ａ
ｓ
　
ａ
ｆ
ｆ
ｅ
ｃ
ｔ
i
ｓ
」
と
も
言
い
換
え

ら

れ

て

い

る

（

Ｍ

Ｍ

　ｐ
.
５
３

）
°

つ

ま

り

「

感

受

」

が

、

物

質

と

精

神

と

の

分

裂

以

前

か

ら

あ

る

こ

と

に

な

る

。

こ

の

意

味

で

ベ

ル

ク

ソ

ン

は

。

世

界

が

精

神

的

な

感

受

性

と

物

と

に

対

し

て

、

存

在

論

的

に

中

立

な

こ

と

を

示

し

て

い

る

。

（

３

）
　

概

念

枠

を

除

去

さ

れ

た

生

命

は

、

何

に

も

限

定

さ

れ

な

い

。

西

田

の

「

形

成

作
用
」
は
こ
こ
に
展
開
す
る
。
そ
れ
に
対
し
て
西
田
は
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
を
、
「
エ

ラ
ン
・
ヴ
ィ
タ
ー
ル
が
物
質
を
突
破
し
て
進
む
と
考
う
べ
き
は
な
」
い
と
批
判

す
る
（
「
論
理
と
生
命
」
二
〇
五
｜
六
頁
）
。
こ
の
「
エ
ラ
ン
」
が
機
械
的
決
定

性

を

破

る

も

の

と

し

て

の

生

命

な

ら

ば

、

決

定

性

に

対

立

す

る

生

命

の

実

体

化

だ

か

ら

で

あ

る

。

で

は

実

体

化

さ

れ

な

い
「

形

成

作

用

」
と

は

何

か

。

西

田

で

は

、
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