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研
究

論

文
４

〉

ル
ク
レ
チ
ウ
ス

ー
サ
ン
タ
ヤ
ナ
・
寅
彦

Ⅰ
　
比
較
思
想
と
し
て
の
風
景

文

学

者

哲

学

者

科

学

者

が

一

堂

に

会

し

た

時

、

彼

等

は

如

何

な

る

対

象

に

つ

き

如

何

な

る

方

法

で

議

論

を

進

め

る

で

あ

ろ

う

か

。

多

分

各

自

め

異

質

な

立
場
を
比
較
し
な
が
ら
同
時
に
各
自
の
共
通
点
を
発
見
し
よ
う
と
努
め
る
で

あ

ろ

う

。

私

が

こ

こ

で

行

お

う

と

し

て

い

る

事

は

ナ

ン

タ

ヤ

ナ

（

Ｇ

ｅ

ｏ
ｒ
ｇ

ｅ

Ｓ
ａ
ｎ
ｔ
ａ
ｙ
ａ
ｎ
ａ
）
の
『
三
人
の
哲
学
的
詩
人
（
Ｔ
ｈ
ｒ
ｅ
ｅ
　
ｐ
ｈ
ｉ
ｌ
ｏ
ｓ
ｏ
ｐ
ｈ
ｉ
ｃ
ａ
ｌ
　
Ｐ
ｏ
ｅ
ｔ
ｓ
）
』

と

寺

田

寅

彦

の

「

ル

ク

ジ

チ

ク

ス

と

科

学

」

を

主

と

し

て

取

り

上

げ

、

そ

し

て
両
者
が
詩
人
と
し
て
の
ル
ク
レ
チ
ク
ス
（
L
u
c
r
e
t
i
u
s
）
に
各
自
の
専
門
で

あ

る

哲

学

と

科

学

、の

精

神

を

ど

の

様

に

生

か

し

て

読

み

込

ん

だ

か

、

そ

の

結

果
哲
学
と
科
学
は
少
く
と
も
詩
人
と
し
て
の
ル
ク
レ
チ
ウ
ス
を
媒
介
に
し
た

場

合

象

徴

的

な

立

場

か

ら

す

れ

ば

ど

の

様

な

比

較

が

可

能

で

あ

る

か

と

い

う

問

題

に

就

い

て

で

あ

る

。

九

鬼

周

造

は

「

文

化

存

在

の

理

解

の

要

請

は

事

実

鵜
木
奎
治
郎

と
し
て
の
具
体
性
を
害
う
こ
と
な
く
、
有
の
儘
の
形
態
に
於
て
把
握
」
す
る

亊

だ

と

述

べ
た

が

、

私

も

方

法

論

に

こ

だ

わ

ら
ず

直

接
に

比

較

す

る

事

に

し

た

い

。

そ

の
理

由

の

一

つ
は

サ

ン

タ

ヤ

ナ

と

寅

彦

の
著

作

は
決

し

て

精

密

な

哲
学

史

と

科
学

史

で

は

な
く

、

極

め
て

主

観

的

な

哲

学
史

と
科

学

史

で

あ
り

、

い
わ
ば
ル
ク
レ
チ
ウ
ス
を
象
徴
的
に
利
用
し
て
各
自
の
見
解
を
語
っ
た
物
だ

か

ら

で

あ

る
。

先

ず

両

者

の
類

似
点

を
列

挙

し

て

み

る

。

サ
ン
タ
ヤ
ナ
は
小
国
ス
ペ
イ
ン
出
身
の
ア
メ
リ
カ
の
哲
学
者
で
あ
っ
た
が
、

彼

が
最

初
ア

メ
リ

カ
に

来

た
時

は

英
語

も

知
ら

ぬ
少

年

で

、

俗

称

「
世

界

の

中

心
」

ボ

ス
ト

ン

に
到

着

し

た

時

は

「
汚

い
風

景
」

だ

と
い

う

切

実

な
印

象

を

受

け

た

の

で

あ

っ

た

。
風

景

に

対

す

る

感

覚

は

彼

の

哲
学

の

重

大

な
契

機

亠
な
っ
て
お
り
、
『
三
人
の
哲
学
的
詩
人
』
の
中
で
は
「
地
形
的
感
覚
（
ｔ
ｏ
ｐ
ｏ
-

ｇ
ｒ
ａ
ｐ
ｈ
ｉ
ｃ
ａ
ｌ
-
　
ｓ
ｅ
ｎ
ｓ
ｅ
）
 
」
の
有
無
即
ち
一
詩
人
が
主
観
的
に
占
有
し
得
る
風
景

の
広
さ
と
質
が
、
詩
人
の
優
劣
を
決
め
る
徴
憑
と
な
っ
て
い
る
。
ハ
ー
ヴ
ァ



ー

ド

大

学

の

教

授

に

な

っ

て

も

自

活

の

可

能

性

を

発

見

す

る

や

否

や

退

職

し

、

晩
年
は
故
国
ス
ペ
ヘ
イ
ン
の
田
舎
に
帰
っ
た
。
モ
ー
ト
ン
・
ホ
ワ
イ
ド
（
Ｍ
ｏ
ｒ
-

ｔ
ｏ
ｎ
　
Ｗ
ｈ
ｉ
ｔ
ｅ
）
の
見
解
に
よ
れ
ば
彼
は
一
般
に
は
「
冷
た
く
、
古
典
的
で
、

洗
練
さ
れ
た
、
浣
全
な
都
会
人
」
と
思
わ
れ
て
い
る
が
実
は
そ
の
正
反
対
で
、

晩
年
に
な
っ
て
「
ま
す
ま
す
自
然
に
関
心
を
持
つ
様
に
な
り
人
間
の
信
念
の

有
為
転
変
に
無
関
心
」
に
な
っ
て
行
っ
た
と
い
う
。
五
〇
歳
頃
の
サ
ン
タ
ヤ

ナ
自
身
の
言
葉
に
よ
れ
ば
「
こ
れ
迄
に
例
が
な
い
程
田
舎
の
自
然
に
更
に
又

人
間
の
社
会
の
根
幹
を
な
す
永
遠
の
動
物
的
な
根
に
引
き
つ
け
ら
れ
て
い
っ

た
」
の
で
あ
る
。
一
方
寅
彦
は
田
園
の
高
知
で
生
ま
れ
、
晩
年
は
銀
座
を
ア

ル

プ

ス

に

喩

え

る

程

東

京

の

人

と

な

り

き

っ

て

し

ま

っ

た

か

の

様

で

あ

っ

た

が

、

四

三

歳

の

時

に

は

「

虚

偽

で

非

人

間

的

な

学

校

勤

」

が

い

や

に

な

り

、

本

気

で

東

大

教

授

辞

職

の

途

を

考

え

て

い

る

。

四

四

歳

の

時

俄

か

に

画

筆

を

揮

う

様

に

な

り

画

家

の

写

生

生

活

を

「

世

の

中

に

何

が

贅

沢

だ

と

言

っ

て

、

此
の
や
う
な
美
し
く
貴
重
な
自
然
を
勝
手
自
在
に
我
物
同
様
に
使
用
出
来

る
様
な
贅
沢
は
正
に
読
書
の
贅
沢
に
匹
敵
す
る
と
羨
望
し
て
、
そ
の
風
景
を

瞬
時
で
も
所
有
す
る
為
に
志
村
に
家
迄
作
っ
て
大
都
会
か
ら
の
一
時
的
隠
遁

を

試

み

た

。

成

程

、

閑

静

な

田

舎

よ

り

も

自

分

の

仕

事

の

為

に

は

人

事

の

葛

藤

の

な

い

「

都

会

の

『

人

間

の

砂

漠

』

」

に

住

む

方

を

選

ん

だ

が

、

「

都

鄙

両

方
に
往
来
す
る
人
は
両
方
を
少
し
宛
知
っ
て
居
る
。
其
結
果
は
ど
ち
ら
も
分

ら

な

い

前

の

二

者

よ

り

悪

い

か

も

し

れ

な

い

。

性

格

が

分

裂

し

て

徹

底

し

た

没

分

暁

漢

に

な

れ

な

く

な

る

か

ら

。
」

と

付

け

加

え

る

事

を

忘

れ

な

か

っ

た

。

以
上
両
者
の
自
然
観
特
に
風
景
に
対
す
る
感
覚
は
孤
独
感
が
浸
透
し
尽
し
た

独

特

の

も

の

で

あ

る

孤

独

感

は

勢

い

両

者

の

異

邦

人

的

な

国

際

感

覚

を

育

て

る

事

に

な

っ

た

。

サ
ソ
タ
ヤ
ナ
は
真
に
ア
メ
リ
カ
的
な
哲
学
者
で
あ
る
デ
ュ
ー
イ
(
j
o
h
n

D
e
w
w
y
）
の
行
動
主
義
的
自
然
主
義
の
奉
ず
る
「
行
動
主
義
的
風
景
観
（
ｂ
ｅ
-

ｒ
ｖ
ｉ
ｏ
ｒ
ｉ
ｓ
t
　
ｌ
ａ
ｎ
ｄ
ｓ
ｃ
ａ
ｐ
ｅ
）
」
で
は
唯
我
独
尊
的
な
自
己
主
張
が
目
立
つ
だ
け

だ

と

称

し

て

之

に

「
前

景

の

優

勢

（
ｄ
ｏ
ｍ

ｉｎ
ａ
ｎ
ｃ
ｅ

　ｏ
ｆ
　ｆ
ｏ
ｒ
ｅ
ｇ
ｒ
ｏ
ｕ
ｎ
ｄ
）
」

と

い

う

レ

ッ

テ

ル

を

張

り

付

け

た

。

之

は

デ

ュ

ー

イ

哲

学

の

中

に

あ

る

ア

メ

ジ

カ

ニ

ズ

ム

の

指

弾

で

も

あ

る

。

仕

事

の

上

で

も

専

門

の

哲

学

者

で

あ

る

に

は

あ
ま
り
に
も
詩
人
で
あ
り
す
ぎ
た
、
「
詩
的
哲
学
者
と
う
い
よ
り
も
哲
学
的

詩

人

」

と

言

わ

れ

る

所

以

で

あ

る

。

恩

師

ジ

ェ

イ

ム

ズ
（

Ｗ

ｉｌ
ｌｉａ
ｍ

　Ｊ
ａ
ｍ

ｅ
ｓ
）

の

督

励

が

な

か

っ

た

ら

哲

学

の

専

門

の

論

文

を

完

成

し

得

て

い

た

か

ど

う

か

も

怪

し

ま

れ

る

。

結

果

と

し

て

は

彼

は

哲

学

者

と

い

う

よ

り

も

、

ラ

テ

ン

的

な

エ

ス

プ

リ

を

利

か

し

た

文

芸

批

評

家

と

し

て

名

を

後

世

に

残

し

た

の

で

あ

る

。

「

方

の

寅

彦

は

屡

々

愛

国

者

と

し

て

誤

解

さ

れ

て

い

る

が

、

彼

は

国

を

憂

え

る

愛

国

者

だ

っ

た

の

で

あ

り

、

我

が

国

に

は

「
今

迄

の

処

で

未

だ

学

芸

方

面

に

於

て

世

界

第

一

人

者

と

し

て

」

公

認

さ

れ

た

も

の

が
「
甚

し

く

稀

少

」

で

あ

る

事

を

認

め

る

の

に

吝

か

で

は

な

か

っ

た

。

最

初

は

専

門

の

物

理

学

に

遠

慮

し

て

お

ず

お

ず

と

文

学

的

な

仕

事

を

し

て

い

た

が

、

一

旦

恩

師

田

丸

卓

郎

に

説

得

さ

れ

て

東

大

に

残

留

し

て

以

来

、

最

初

は

徐

々

に

そ

し

て

や

が

て

誰

憚

る

所

も

な

く

、

特

に

晩

年

は

、

叙

情

的

な

随

筆

の

世

界

へ

と

没

入

し

て

い
っ
た
。
そ
し
て
そ
の
モ
ン
タ
ー
ジ
ュ
理
論
は
「
絵
巻
物
」
的
風
景
の
展
開

を
、
聯
句
に
或
い
は
映
画
理
論
に
応
用
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
ア
メ



リ

カ

と

ド

イ

ツ

の

国

民

性

を

何

れ

も

俳

諧

の

分

ら

ぬ

野

暮

な

民

族

と

断

じ

、

フ

ラ

ン

ス

人

の

頭

の

良

さ

を

指

摘

し

て

い

た

彼

も

や

は

り

ラ

テ

ン

的

な

叡

智

の

持

主

だ

っ

た

と

言

わ

ね

ば

な

ら

ぬ

。

以

上

両

者

に

共

通

な

も

の

は

寂

し

さ

に

浸

透

し

尽

さ

れ

た

国

際

感

覚

で

あ

る

。

併

し

こ

の

事

実

は

両

者

が

ア

メ

リ

カ
及
び
日
本
文
化
の
体
現
者
で
あ
っ
た
と
い
う
事
を
毫
も
妨
げ
る
も
の
で
は

な

い

の

で

あ

る

。

両

者

の

よ

っ

て

立

つ

思

想

的

基

盤

は

ど

う

で

あ

ろ

う

か

。

サ

ン

タ

ヤ

ナ

は

自

称

唯

物

論

者

で

あ

り

素

朴

実

在

論

者

で

あ

る

が

、

そ

の

意

味

は

「

議

論

の

時

以

外

に

は

信

じ

て

も

い

な

い

見

解

」

に

与

す

る

思

弁

的

な

哲

学

の

否

定

と

い

う

事

で

あ

る

。

彼

は

存

在

論

の

四

つ

の

領

域

と

し

て

Ｍ

ａ
ｔ
ｔ
ｅ
ｒ

 ・
 Ｅ

ｓ
ｓ
ｅ
ｎ

ｃ
ｅ

・

Ｓ
ｐ
ｉ
ｒ
ｉ
ｔ
・
Ｔ
ｒ
ｕ
ｔ
ｈ
を
措
定
す
る
が
、

‘

に
こ
の
中
で
M
a
t
t
e
r
の
定
義
は
科
学

者
の
言
う
所
と
殆
ん
ど
変
ら
す
、
Ｓ
ｐ
ｉ
ｒ
ｉ
ｔ
　
に
就
い
て
は
一
種
の
エ
ピ
ソ
ー
ド

で
あ
っ
て
、
”
ｆ
ｒ
ｅ
ｅ
　
ｇ
ｉ
ｆ
ｔ
　
ｏ
ｆ
　
ｎ
ａ
ｔ
ｕ
ｒ
ｅ
"
と
見
て
い
る
の
で
あ
る
。
彼
は
凡
て

の
哲
学
的
議
論
に
於
て
徹
底
的
な
懐
疑
論
を
展
開
し
て
、
デ
カ
ル
ト
（
D
e
s
-

ｃ
ａ
ｒ
ｔ
ｅ
ｓ
）
　
の
ｃ
ｏ
ｇ
ｉ
ｔ
ｏ
　
ｅ
ｒ
ｇ
ｏ
　
ｓ
ｕ
m
す
ら
余
り
に
も
早
く
立
て
ら
れ
す
ぎ
た

前

提

と

見

た

が

、

そ

れ

で

も

彼

自

身

の

前

提

を

立

て

ざ

る

を

得

な

か

っ

た

。

そ
れ
は
彼
独
特
の
造
語
で
あ
る
「
動
物
的
信
（
ａ
ｎ
ｉ
ｍ
ａ
ｌ
　
ｆ
ａ
ｉ
ｔ
ｈ
）
」
の
是
認
と

い
う
前
提
で
あ
る
。
即
ち
凡
て
の
推
理
が
始
る
前
に
生
物
で
あ
る
人
間
は
過

去

・

未

来

・

場

所

・

ｓ
ｕ

ｂ
ｓ
ｔ
ａ
ｎ

ｃ
ｅ

の

存

在

に

関

し

て

擬

似

的

な

信

仰

を

持

つ

と
い
う
前
提
で
あ
り
、
之
の
正
当
化
は
一
に
ｐ
ｒ
ａ
ｇ
ｍ
ａ
ｔ
ｉ
ｃ
な
要
請
に
よ
る

と
考
え
る
わ
け
で
あ
る
。
之
は
あ
る
精
神
的
風
景
を
享
受
す
る
為
に
は
、
よ

っ

て

立

つ

足

場

が

必

要

で

あ

る

と

述

べ

て

い

る

わ

け

で

あ

る

。

又

科

学

者

で

あ

る

寅

彦

が

更

に

は

っ

き

り

と

「

哲

学

者

の

中

に

は

外

界

の

事

物

と

称

す

る

も

の

ｙ

客

観

咋

の

実

在

を

疑

う

者

が

多

数

あ

る

よ

う

で

あ

る

が

、

吾

々

科

学

者

と

し

て

は

モ

こ

迄

は

疑

は

な

い

事

に

す

る

。
」

「

凡

て

の

科

学

者

は

幼

稚

な

実
在
派
で
あ
る
。
」
と
述
べ
る
時
に
は
サ
ン
タ
ヤ
ナ
の
Ｍ
ａ
ｔ
ｔ
ｅ
ｒ
の
定
義
や
動

物

的

信

と

異

る

所

は

な

い

。

又

ル

ク

レ

チ

ウ

ス

の

科

学

観

に

同

意

し

な

が

ら

「

徹

底

的

唯

物

論

者

の

ル

ク

レ

チ

ウ

ス

は

、

自

由

意

志

を

物

質

以

外

の

世

界

か

ら

借

用

し

て

く

る

と

い

う

二

元

論

的

態

度

は

と

れ

な

か

っ

た

。

意

志

の

根

元

を

彼

の

元

子

（

寅

彦

の

訳

語

）

に

附

与

し

た

。
」

と

い

う

時

も

サ

ン

タ

ヤ

ナ

の
　
Ｓ
ｐ
ｉ
ｒ
ｉ
ｔ
の
定
義
と
伺
一
で
あ
る
。
更
に
寅
彦
は
物
理
学
の
教
科
書
を
数
学

教

科

書

の

様

に

画

一

的

に

す

る

事

は

出

来

な

い

と

断

す

る

、

何

故

な

ら

物

理

学

で

は

「

自

己

以

外

の

実

在

と

し

て

与

へ

ら

れ

た

外

界

の

現

象

を

系

統

立

て

」

な

け

れ

ば

な

ら

ぬ

か

ら

で

あ

る

。

こ

こ

に

も

一

旦

前

提

を

立

て

た

上

で

、

物

理
学
的
風
景
を
ｐ
ｒ
ａ
ｇ
ｍ
ａ
ｔ
ｉ
ｃ
　
に
建
立
す
る
事
の
必
要
性
が
説
か
れ
て
い
る

の
で
あ
る
。

Ⅱ
　
文
学
観
の
比
較

次
に
両
者
共
に
ル
ク
レ
チ
ウ
ス
の
『
自
然
に
就
い
て
（
Ｄ
ｅ
　
Ｒ
ｅ
ｔ
ｕ
ｒ
ｎ
　
Ｎ
ａ
ｒ

ｔ
ｕ

ｒ
ａ

）
』

を

詩

、

即

ち

文

学

と

し

て

理

解

し

た

の

で

あ

る

か

ら

、

モ

の

文

学

観
を
比
較
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
ぬ
。
サ
ン
タ
ヤ
ナ
の
場
合
に
は
哲
学
と
文
学

が

比

較

さ

れ

る

事

に

な

る

。

如

何

に

も

「

知

性

が

観

念

を

形

成

す

る

際

に

先

す

第

一

に

拒

絶

す

る

要

素

は

知

覚

に

随

伴

す

る

情

緒

で

あ

る

、

だ

が

こ

の

情

緒
こ
そ
詩
人
か
何
よ
り
も
先
に
復
活
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
」
は
参
識
的
見
解



な

が

ら

、

「

哲

学

者

が

、

最

高

の

腕

を

発

揮

す

る

時

に

、

詩

人

だ

と

い

う

事

に
な
れ
ば
、
詩
人
が
哲
学
者
に
な
ろ
う
と
す
る
時
は
そ
の
詩
人
は
最
悪
の
状

態

だ

と

言

っ

て

よ

か

ろ

う

」

と

い

う

、

詩

人

寄

り

の

見

解

に

は

彼

の

面

目

躍

如

た

る

も

の

が

あ

る

。

結

局

「

綜

合

的

な

視

野

、

全

実

在

の

把

握

、

分

別

あ

湎

着

実

な

理

想

像

設

定

」

に

堪

え

る

哲

学

的

「

観

念

的

な

支

持

物

」

を

表

明

し

得

な

い

物

は

詩

で

は

な

い

、

そ

れ

に

も

か

か

わ

ら

ず

「

観

念

を

結

合

す

る

も
の
は
情
緒
に
他
な
ら
ぬ
」
と
両
者
（
哲
学
的
観
念
と
文
学
的
情
緒
）
の
不

離

不

即

の

関

係

を

押

え

る

の

で

あ

る

。

十

方

寅

彦

の

文

学

観

は

「

科

学

と

文

学

」

に

整

然

と

展

開

さ

れ

て

い

る

。

そ
の
主
旨
は
、
文
学
と
い
う
も
の
は
一
つ
の
「
実
証
的
な
存
在
」
で
あ
る
か

ら

、

科

学

と

本

質

的

に

は

変

る

も

の

で

は

な

く

、

科

学

の

持

つ

「

記

録

」

的

性
格
、
未
知
の
事
象
を
予
報
す
る
「
予
言
」
的
性
格
を
共
に
持
っ
て
い
る
と

す
る
。
次
に
論
旨
を
進
め
て
そ
７
い
う
物
と
所
謂
「
『
芸
術
』
と
が
、
ど
う

い
う
関
係
な
る
か
」
と
い
う
事
を
寅
彦
は
検
討
す
る
の
だ
が
、
文
学
と
科

学
が
共
に
芸
術
で
あ
る
為
の
条
件
と
し
て
「
真
実
其
物
の
記
録
で
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
又
逆
に
凡
て
の
真
実
な
る
記
録
は
凡
て
芸
術
で
あ
る
。
と
迄
揚

言
し
て
、
文
学
と
科
学
と
の
不
離
不
即
の
関
係
を
確
言
す
る
の
で
あ
る
。
寅

彦
に
よ
れ
ば
こ
の
性
格
を
持
っ
た
典
型
的
文
学
は
随
筆
で
あ
る
が
、
そ
の
理

由

は

そ

こ

に

は

「

少

く

と

も

主

観

的

真

実

」

が

盛

ら

れ

て

い

る

か

ら

で

あ

る

以

上

で

両

者

に

共

通

の

性

格

を

ま

と

め

る

と

、

文

学

を

主

観

的

真

実

と

見

て

い

る

事

で

あ

る

。
　

こ
こ
で
文
学
を
主
観
的
真
実
と
見
て
み
て
も
、
そ
こ
に
は
や
は
り
寅
彦
の

言
う
何
か
し
ら
「
非
論
理
の
論
理
」
と
も
名
付
く
べ
き
表
現
の
法
則
が
あ
る

で
あ
ろ
う
。
文
学
の
場
合
は
数
学
的
論
理
に
裏
づ
け
ら
れ
た
命
題
と
は
異
っ

た

論

理

が

あ

る

の

で

あ

る

。

そ

れ

は

偏

に

確

言

を

し

な

い

、

断

定

を

行

わ

な

い

と

い

う

事

に

尽

き

る

。

「

如

何

な

る

『

事

実

』

も

自

明

で

は

な

い

。

こ

の

『

私

』

と

い

う

言

方

は

ど

う

い

う

種

類

の

事

実

な

の

で

あ

ろ

う

か

、

又

私

が

『
存
在
す
る
』
と
い
う
の
は
ど
う
い
う
意
味
な
の
で
あ
ろ
う
か
？
　
存
在
は

単

な

る

デ

ー

タ

に

帰

す

る

も

の

で

は

な

い

し

、

私

は

私

自

身

に

対

す

る

デ

ー

タ
で
は
な
い
。
私
と
い
う
も
の
は
ど
ち
ら
か
と
言
え
ば
よ
そ
よ
そ
し
く
極
端

に
曖
昧
な
信
念
の
対
象
に
す
ぎ
ぬ
」
と
い
う
サ
ソ
タ
ヤ
ナ
の
言
葉
の
中
に
は

苦

い

懐

疑

主

義

の

微

笑

が

あ

る

。

バ

ト

ラ

ー

（

Ｒ

ｉ
ｃ

ｈ

ａ

ｒ

ｄ

　
Ｂ

ｕ

ｔ
ｌ
ｅ

ｒ

）

に

な

ら

っ
て
サ
ン
タ
ヤ
ナ
の
哲
学
を
、
現
代
の
実
在
主
義
的
傾
向
へ
対
立
す
る
本
質

主

義

と

一

応

仮

定

し

た

時

に

、

本

質

主

義

者

で

あ

っ

て

且

つ

完

全

な

懐

疑

主

義
者
で
あ
る
サ
ン
タ
ヤ
ナ
・
の
眼
に
映
ず
る
「
本
質
」
と
は
ど
う
い
う
も
の
で

あ
ろ
う
か
。
恐
ら
く
凡
て
の
解
釈
や
信
念
を
拒
絶
し
て
、
た
だ
無
言
の
不
毛

な

デ

ー

タ

を

提

言

す

る

だ

け

で

あ

ろ

う

。

「

こ

の

様

な

自

我

か

ら

哲

学

的

推

理

を

始

め

る

の

で

あ

れ

ば

何

処

で

我

々

が

始

め

よ

う

と

も

、

何

時

で

も

我

々

は

中

間

項

に

い

る

だ

け

で

批

判

の

第

一

原

則

な

る

も

の

は

無

い

の

で

あ

る

。
」

従
っ
て
「
こ
の
世
界
は
受
肉
し
た
偶
発
事
件
で
あ
り
不
条
理
で
あ
る
。
異
様

極

ま

る

可

能

性

の

連

鎖

が

一

瞬

間

事

実

と

な

っ

て

出

現

し

て

い

る

だ

け

で

あ

る

。
」

と

い

う

次

第

に

な

る

。

と

て

も

サ

ン

タ

ヤ

ナ

は

本

質

主

義

者

と

は

言

え

な
い
。

サ

ン

タ

ヤ

オ

の

こ

の

様

な

現

実

把

握

は

寅

彦

の

た

え

ず

採

用

し

て

い

た

統



計

的

処

理

と

酷

似

し

て

い

る

。
「
近

代

物

理

学

で

は

実

際

統

計

的

現

象

の

領

土

は

次

第

々

々

に

拡

張

さ

れ

て

来

た

。

さ

う

し

て

古

い

意

味

で

の

ｄ
ｅ
ｔｅ
ｒ
-

ｍ

ｉｎ
ｉｓ
ｔ
ｉｃ

考

え

方

は

一

つ

の

仮

り

の

方

便

と

し

て

し

か

意

味

を

も

た

な

く

な

っ

て

来

た

。
」
と

寅

彦

が

書

い

た

時

は

、

素

粒

子

論

や

量

子

力

学

等

の

所

謂

新

物

理

学

が

台

頭

し

始

め

た

頃

で

あ

っ

た

。

寅

彦

は

は
ら

き

り

と

古

典

的

実

体

観

の

崩

壊

す

る

日

を

予

期

し

て

い

た

の

で

あ

る

。

寅

彦

の

重

視

し

た

自

然

科

学

に

於

け

る

質

的

研

究

は

、

統

計

的

研

究

に

よ

っ

て

弁

証

法

的

に

止

揚

さ

れ

て

然

る

べ
き

も

の

で

あ

っ

た

。

だ

が

同

時

に

統

計

的

研

究

は

、

最

初

か

ら

偶

発

事

件

の

存

在

を

予

定

し

た

も

の

と

言

え

る

か

ら

、

そ

れ

を

ど

う

処

理

し

て

み

て

も

ｄ
ｅ
ｔｅ
ｒ
ｍ

ｉｎ
ｉｓ
ｔ
ｉｃ

結

果

が

得

ら

れ

る

わ

け

で

は

な

い

、

従

っ

て

「
統

計

ほ

ど

確

か

な

も

の

は

な

い

が

、

ま

た

統

計

ほ

ど

う

そ

を

つ

く

る

も

の

は
な
い
と
い
う
こ
と
は
争
は
れ
な
い
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
で
あ
る
」
以
上
寅
彦

の

認

識

論

的

立

場

は

サ

ン

タ

ヤ

ナ

の

そ

れ

と

遠

く

隔

る

も

の

で

は

な

か

っ

た
。
サ
ダ
タ
ヤ
ナ
の
文
章
が
優
雅
一
人
を
ま
ご
つ
か
せ
る
仮
定
で
始
り
矛
盾

に

満

ち

た

懐

疑

的

な

循

環

で

終

っ

た

様

に

、

寅

彦

の

文

章

も

「

か

も

知

れ

な

い

」
「

気

が

す

る

」

「

や

う

な

も

の

で

あ

る

」

「

思

は

れ

る

」

と

観

疑

的

な

終

結

を

示

し

、

更

に

屡

々

使

わ

れ

る

「
自

分

の

中

に

居

る

極

端

な

エ

ゴ

イ

ス

ト

に
言
は
せ
れ
ば
」
と
い
う
挿
入
句
は
”
ｓ
ｏ
ｌ
ｉ
ｐ
ｓ
ｉ
ｓ
m
　
ｏ
ｆ
　
ｔ
ｈ
ｅ
　
ｐ
ｒ
ｅ
ｓ
ｅ
ｎ
ｔ
　
ｍ
ｏ
ｍ

ｅ
ｎ
ｔ
”

と

い

う

サ

ン

タ

ヤ

ナ

の

自

嘲

を

思

わ

せ

る

も

の

が

あ

る

。

寅

彦

も

又

本

質

主

義

者

で

は

な

か

っ

た

。

そ

し

て

両

者

が
本

質

主

義

者

で

な

い

と

い

う

事

は
文

学

の

理

解

に

は

極

め

て

好

都

合

な

条

件

で

あ

っ

た

。

Ⅲ
　
ル
ウ
レ
チ
ウ
ス
観
の
比
較

い

よ

い

よ

我

々

は

両

者

の

ル

グ

レ

チ

ウ

ス

観

仍

検

討

に

取

り

掛

る

。

二

人

は
ル
ウ
ジ
チ
ウ
ス
と
デ
モ
ウ
リ
ト
ス
（
D
ｅ
ｍ
ｏ
ｃ
ｒ
ｉ
ｔ
ｕ
ｓ
）
と
の
関
係
に
就
て
は

殆
ん
ど
触
れ
ず
、
端
的
に
ル
ウ
レ
チ
ウ
ス
の
作
品
で
あ
る
『
自
然
に
就
い
て
』

だ

け

を

問

題

に

す

る

の

で

あ

る

。

と

こ

ろ

で

「

宗

教

の

唯

一

の

真

理

性

は

人

生

に

関

す

る

解

釈

如

何

に

係

わ

っ

て

お

り

、

そ

れ

が

道

徳

的

体

験

を

ど

ん

な

象
徴
的
形
式
で
提
供
す
る
か
に
係
わ
っ
て
い
る
」
更
に
「
宗
教
の
直
覚
は
詩

的

で

あ

り

、

か

く

の

如

き

直

覚

の

中

に

こ

そ

詩

は

そ

の

究

極

的

な

観

能

を

果

す
事
が
出
来
る
」
と
説
い
た
サ
ン
タ
ヤ
ナ
と
、
「
最
も
抒
情
的
な
も
の
と
考

へ
ら
れ
る
」
、
作
者
の
全
主
観
を
其
儘
に
打
出
し
た
詩
歌
の
類
で
も
「
矢
張
り

立

派

な

実

験

で

あ

る

」

と

説

い

た

寅

彦

は

、

本

質

的

に

詩

人

で

あ

っ

た

。

ル

ウ
レ
チ
ウ
ス
の
原
文
が
と
に
角
韻
文
で
書
い
て
あ
っ
た
事
も
想
起
し
な
く
て

は

な

ら

な

い

。

ル
ウ
レ
チ
ウ
ス
が
『
三
人
の
哲
学
的
詩
人
』
で
取
り
あ
げ
た
三
人
と
い
う

の
は
ル
ウ
レ
チ
ウ
ス
・
ダ
ン
テ
（
D
a
n
t
e
）
・
ゲ
ー
テ
（
G
o
e
t
h
e
）
の
三
名

で

あ

る

。

サ

ン

タ

ヤ

ナ

は

こ

の

三

名

の

哲

学

詩

だ

け

を

材

料

に

し

て

い

わ

ぱ

詩

的

哲

学

史

を

書

こ

う

と

し

た

の

で

あ

る

か

ら

、

そ

の

排

列

の

順

序

は

一

応

詩

人

達

の

年

代

順

に

従

っ

て

い

る

の

で

あ

る

が

、

そ

の

価

値

の

順

序

は

懐

疑

主
義
者
の
サ
ン
タ
ヤ
ナ
に
し
て
は
珍
し
く
「
ダ
ン
テ
は
ル
ク
レ
チ
ウ
ス
よ
り

高

い

地

平

に

あ

り

、

ル

ウ

レ

チ

ウ

ス

は

ゲ

ー
テ

よ

り

高

い

地

平

に

あ

る

。
」
と

明

白

に

断

定

し

て

い

る

の

だ

。

即

ち

ル

ウ

レ

チ

ウ

ス

と

ゲ

ー

テ

は

ダ

ン

テ

の



偉

大

さ

を

証

明
す

る
為

の
素

材

と

し

て

使

わ

れ

て

い

る

に
す

ぎ

な

い

。

こ

の

断

定

的

な
裁

断

の
基

準

は
私

が
既

に
第

一

章
で

素

描

し

た

通
り

に

「

一

詩

人

の
卓
越
さ
は
―
―
彼
の
思
想
の
品
位
と
人
間
性
は
―
―
彼
の
生
息
す
る
世
界

の
直
径
に
よ
っ
て
最
も
確
実
に
測
定
出
出
来
る
」
と
さ
れ
る
の
だ
か
ら
、
ダ
ン

テ

こ

そ

ｔ
ｈ
ｅ
　
w
ｈ
ｏ
ｌｅ

を
指

向

し

、

宇

宙

的

風

景

（
ｃ
ｏ
ｓ
ｍ

ｉｃ
　
ｌａ
ｎ
ｄ
ｓ
ｃ
ａ
ｐ
ｅ
）

を

展

望

し

。、

そ

の

結

果
ソ

ク

ラ

テ

ス

（
Ｓ
ｏ
ｃ
ｒ
ａ
ｔｅ
ｓ
）

的

人

間

優

劣

の
価

値

秩

序
を
臆
す
る
事
な
く
呈
示
し
得
た
最
大
の
詩
人
で
あ
っ
た
と
い
う
事
に
な
る
。

と

い

う

事

は

彼

の
意

図

は

あ

く

迄

も

精

神

的

倫
理

的

な
風

景

の
展

開

に
あ

っ

た

と

見

る

べ
き

で

あ

り

、

も

と

よ

り

懐

疑

主

義

者

サ

ン

タ
ヤ

ナ

が

『
神

曲

（
Ｄ
ｉ
ｖ
ｉ
ｎ
ｅ
　
Ｃ
ｏ
ｍ
ｅ
ｄ
ｙ
）
』
に
於
て
展
開
さ
れ
る
一
種
の
カ
ン
リ
ッ
ク
的
神
学
に

完
全
に
同
意
し
た
わ
け
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
「
人
生
は
罪
と
恩
籠
と
の
間

の
葛

藤

に

あ

る

。
」
と

い

う

主

題

が
、

既

製

宗

教

の
権

威

抜

き

で

然

も

宗

教

的

に
語

ら

れ

て

い

る

と

い

う

点

に

ナ

ン

タ

ヤ

ナ

は

意

義

を

発
見

し

た

の

で

あ

っ

て

宗

教

そ

の
物

を

語

っ

た

の
で

は

な

い

。

二

番

手

に
挙

げ
ら

れ

る

本

題

の

ル

グ

レ

チ

ク

ス

ぼ

残

念

な

が
ら

、「
自

然

の

詩

人

」

で

は
あ

っ

た
に

し

て

も

「
風

景

の

詩
人

」

で

は
な

い

の
で

あ

っ
て

、

単
に
「
風
景
の
根
源
に
就
い
て
歌
う
詩
人
ヽ
即
ち
事
物
の
詩
人
（
a
 
p
o
e
t

ｏ
ｆ
　
m
a
ｔ
ｔ
ｅ
ｒ
）
」
で
あ
る
と
規
定
さ
れ
る
の
だ
か
ら
、
そ
の
価
値
評
価
は
自
ず

と

定

ま

っ

て
来

る

。
結

局
精

神

の
世

界

の

展

望

の
利

か

な

い
不

完

全

な

心

理

学
者
で
あ
り
気
紛
れ
な
モ
ラ
リ
ス
ト
に
す
ぎ
な
い
。
彼
の
死
へ
の
勧
戒
は
ひ

た
す
ら
死
後
に
は
人
生
の
体
験
は
な
い
の
だ
か
ら
怖
れ
る
に
足
り
ぬ
と
い
う

理
論
だ
け
で
構
築
さ
れ
て
い
る
が
、
「
私
の
考
え
で
は
死
に
対
す
る
強
烈
な

恐

怖

は

、
全

く
別

な

性

質

の

も

の

で
あ

る

。
そ

れ

は
人

生

を
愛

す

る
為

に
生

じ

た
も
の
で
あ
る
。
…
…
こ
の
人
生
に
対
す
る
愛
は
幾
分
非
合
理
的
で
あ
る
が
、

人
生
の
体
験
に
基
づ
い
て
い
る
。
そ
れ
は
何
物
に
も
先
行
す
る
自
発
的
な
愛

で
あ

る

。
」
こ

こ

迄

サ

ン

タ

ヤ
ナ

の
議

論

の

跡

を
辿

れ

ば
、
こ

の

ル

ク

レ

チ

ウ

ス
否

定

の

結

論

は

彼

の

哲

学

の

前

提

で

あ

る
動

物

的

信

と

分

ち

難

く
結

び

つ

い

て

お
り

、

サ

ン

タ

ヤ

ナ

の

眼

か

ら

は
単

に

「
臆

病

な
賢

人

」

と

し

か
映

ら

な
い
所
以
が
納
得
出
来
よ
う
。
こ
う
し
て
そ
こ
に
伺
わ
れ
る
哲
学
は
「
死
の

予

告
」

に

他

な

ら

な

い

と

把

握

す

る

の

で
あ

る

。

だ

か

ら

と

い

っ

て
人

生

肯
定

的

な

ゲ

ー
テ

が

称

揚

さ

れ

る
わ

け

で

は

な

い

。

ダ
ン
テ
に
あ
っ
た
人
生
の
精
神
的
風
景
と
い
う
目
標
の
達
成
が
、
ロ
マ
ン
主

義

者

ゲ

ー

テ

に

お

っ

て

は

完
全

に

喪

失

し
、

そ

の
代

り

に

人
生

に

於
け

る
無

限
の
経
験
の
追
求
と
い
う
も
の
が
登
場
す
る
だ
け
で
あ
る
。
併
し
現
実
の
我

々

に
と

っ
て

は

無

限

の

経

験

の

集

大

成

は
不

可

能

で

あ

っ

て

「
こ

の

種

の

純

粋
経
験
の
詩
人
の
為
し
得
る
事
は
僅
か
に
人
生
経
験
の
ご
く
一
部
を
簒
奪

す
る
に
す
ぎ
ず
」
結
局
之
は
断
片
的
人
生
の
集
堆
積
に
終
る
と
否
定
さ
れ

る

事

に

な

る

。

寅

彦

の
場

合

も

安

部

能

成

の

『
西

洋

哲

学

史

』
や

「
誰

か
の
」

物

理

学
史

を
読
ん
で
触
発
さ
れ
、
エ
グ
リ
ー
マ
ン
ス
・
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
の
中
の
レ
オ
ナ

ル

ド

（
Ｗ

ｉ
ｌｌ
ｉａ
ｍ

　
Ｅ
ｌｌｅ
ｙ
　
Ｌ
ｅ
ｏ
ｎ
ａ
ｒ
ｄ
）

の
翻

訳

を
読

み

始

め

た

の
が

契

機

で

あ

る

か
ら

、

寅

彦

自

身

の

心

中

で

は

ル
ク

レ

チ

ウ

ス
の

科

学

史

や

哲

学

史

に

於

け

る
位

置

づ

け

が

一

応

出

来
上

っ

て

い

た

の
で

あ

ろ

う

が

、

サ

ン

タ

ヤ
ナ

の
場
合
の
様
に
ル
ク
レ
チ
ウ
ス
が
他
の
詩
人
を
説
明
す
る
為
の
素
材
で
あ
っ



た
の
で
は
な
く
、
ひ
た
す
ら
ル
ク
レ
チ
ウ
ス
そ
の
人
の
説
明
に
だ
け
終
始
し

て

い

る

の

で

あ

る

。

寅

彦

の

ル

グ

レ

チ

ウ

ス

観

の

第

一

は

現

代

の

物

理

学

と

の

質

的

同

一

性

の

指

摘

で

あ

る

。

元

子

の

仮

定

、

空

虚

の

存

在

、

ブ

ラ

ウ

ン

運

動

紛

い

の

元

子

の

運

動

、

音

の

干

渉

、

空

間

と

物

質

の

措

定

、

時

間

の

否

定

（

「

も

と

も

と

相

対

性

理

論

の

存

在

を

必

要

と

す

る

に

至

っ

た

根

源

は

、

畢

竟
時
に
関
す
る
従
来
の
考
え
の
曖
昧
さ
に
胚
胎
し
て
居
る
…
…
…
」
）
、
有
限
な

剛

単

体

と

し

て

の

元

子

、

熱

力

学

第

二

法

則

の

予

言

、

遺

伝

素

の

予

想

、

「

何

処

か

の

他

の

世

界

」

の

存

在

の

可

能

性

、

殆

ど

枚

挙

に

い

と

ま

が

な

い

程

寅

彦

は

列

挙

し

て

、

「

実

に

天

下

に

新

し

き

何

物

も

な

い

」

と

感

銘

を

受

け

て

い

る

の

で

あ

る

。

明
か
に
寅
彦
は
ル
ウ
レ
チ
ウ
ス
を
「
一
つ
の
偉
大
な
科
学
的
の
黙
示
録
」

と
受
け
と
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
一
方
こ
の
書
に
現
在
の
「
知
識
に
照
ら
し

て
科
学
的
批
判
を
試
み
、
色
々
な
事
実
や
論
理
の
誤
謬
を
指
摘
し
て
、
い
い

気
持
に
な
る
」
愚
を
戒
め
て
は
い
る
が
、
や
は
り
科
学
者
と
し
て
の
寅
彦
は
、

現
代
科
学
の
成
果
と
あ
ま
り
異
る
時
に
は
、
そ
の
例
を
述
べ
る
の
に
■
■
し

な

い

。

そ

の

中

で

最

も

重

大

で

あ

り

、

且

つ

サ

ン

タ

ヤ

ナ

の

感

想

と

比

較

し

て
興
味
が
あ
る
の
は
、
〈
中
心
〉
に
関
す
る
寅
彦
の
判
断
で
あ
る
。
「
ル
ク
レ

チ
ウ
ス
が
今
の
科
学
に
照
し
て
最
も
不
利
益
な
地
位
に
置
が
れ
る
の
は
、
彼

が

茲

で

地

を

平

面

的

に

考

へ

、

『

上

』

と

『

下

』

と

を

重

力

と

離

れ

て

絶

対

的
な
も
の
に
考
へ
て
居
る
事
で
あ

ら
Ｊ

我
々
は
立
ち
所
に
サ
ン
タ
ガ
ヤ
の
称

揚
し
た
ダ
ン
テ
の
『
神
曲
』
が
地
球
中
心
説
に
立
つ
も
の
で
あ
る
事
を
想
起

す
る
。
「
併
し
無
限
の
空
虚
の
中
に
如
何
に
し
て
あ
る
『
中
心
』
が
存
在
し
、

且

つ
支

持

さ
れ

得

る

か
と

い

う

論

難

は
、

ニ

ウ
ト

ン
以

前

の

当
時

の
学

者

に

は
答
へ
ら
れ
な
か
っ
た
で
あ
ら
う
の
み
な
ら
ず
、
現
在
に
於
て
も
実
は
決
し

て
徹
底
的
に
は
明
瞭
に
答
へ
難
い
も
の
で
あ
る
。
」
以
上
｀
自
然
学
的
な
立
場

か
ら

中

心

を

こ

の

地

球

に
求

め

た
ル

ク

レ

チ

ウ

ス

を
我

々

は
寅

彦

と
共

に
非

難

す

る

わ

け

に

は

い

か

な

い
。

そ

し

て

之

は

又

寅
彦

流

の

ｔｏ
ｐ
ｏ
ｇ
ｒ
ａ
ｐ
ｈ
ｉｃ
ａ
ｌ

ｓ
ｅ
ｎ
ｓ
ｅ

の

提

示

で

も

あ

る
。

更

に

現
実

の

主
体

的

人

間

と

い

う

事

に

な

る
と

、

一

層
自

然

学

の
。教

え

る
事

実

通
り

行

動

し

難

く

な

荅

の
で

あ

る
。

汢
ジ
ア

ー

デ

（
Ｍ
ｉｒ
ｃ
ｅ
ａ
　
Ｅ
ｌｉａ
ｄ
ｅ
）

は

「

ど

ん
な

人

の

住

ま
う

場

所

で

も

《
中

心

》

と

呼
び
得
る
、
特
別
の
聖
域
を
持
っ
て
い
る
」
と
述
べ
て
、
之
を
「
中
心
の
シ

ン

ボ

ル
」

と
名

付

け

た

。

例
え

ば
人

間

が

主
体

的

行
動

を
起

す

時

に

自

己

を

中

心
と

し

て

起

さ

ざ

る

を

得
な

い

と

い

う
事

は
自

明

で

あ

る
以
上

、

懐

疑
論

者

と

い
え

ど

も

自

己

が

懐

疑

を
抱

く

と

い

う
事

実

は
承

認

せ

ざ

る

を
得

な

い

以

上

、

象

徴

的

に

言

え

ば

倫

理

的

存
在

と

し

て

の

人

間

は

中

心

に
於

て

の

み

生

き

る

事

が

出

来

る
の

で

あ

る

。

ル

ウ

レ
チ

ウ

ス
に

対

す

る
サ

ン

タ

ヤ
ナ

の

考

察

と

寅

彦

の

考

察

を
止

揚

し

た

所
で

、

現

代

の

科

学

の

教

え

る

知
識

を
傾

聴
し
な
が
ら
も
な
お
も
人
間
の
生
き
方
を
模
索
し
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
で
あ

ろ

う

。

Ⅳ
　
結
語
―
―
宇
宙
論
的
煩
瑣
主
義

我

々

は
、

以

上

の

議

論
に

何

等

か

の

結
論

を

与

え

る

べ
き

時

期

に

来

た

。

先

ず

サ

ン

タ

ヤ

ナ

も

寅
彦

も

ル
ク

レ

チ

ウ

ス

を

一

つ

の
象

徴

と

し

て
語

っ

て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
も
こ
の
場
合
寅
彦
は
勿
論
、
ナ
ン
タ
ヤ
ナ
も
ル
ク



タ

チ

ウ

ス

を

単

な

る

「

事

物

の

詩

人

」

と

し

て

理

解

し

た

以

上

、

一

種

の

科

学

的

な

象

徴

と

し

て

語

っ

て

い

る

の

で

あ

る

。

現

代

の

科

学

は

実

体

や

行

動

に
つ
い
て
語
る
事
は
ま
す
ま
す
少
く
な
り
。
単
に
数
学
的
な
函
数
関
係
だ
け

を
重
視
し
、
世
界
観
と
は
無
関
係
に
な
っ
て
来
た
と
い
う
の
が
通
説
で
あ

ろ
う
。
科
学
的
象
徴
に
就
い
て
ア
ー
バ
ン
（
Ｗ
ｉ
ｌ
ｂ
ｕ
ｒ
　
Ｍ

．

Ｕ
r
ｂ
ａ
ｎ
）
は
次

の
様
に
論
ず
る
。
「
ラ
ッ
セ
ル
　
（
Ｂ
ｅ
ｒ
ｔ
ｒ
ａ
ｎ
ｄ
　
Ｒ
ｕ
ｓ
ｓ
ｅ
ｌ
ｌ
）
　
は
科
学
が
進
歩
す

れ
ば
す
る
程
事
実
上
語
る
所
は
少
く
な
っ
た
と
言
っ
た
。
こ
の
事
は
特
に
物

理

学

の

場

合

に

言

え

る

。

何

し

ろ

非

直

覚

的

な

仮

定

や

象

徴

が

多

く

そ

れ

が

ど

う

い

う

働

ぎ

を

す

る

か

を

直

覚

的

な

言

語

に

翻

訳

す

る

事

が

次

第

に

困

難

に
な
っ
て
来
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
…
…
科
学
が
上
辺
で
言
っ
て
い
る

事
は
常
に
そ
の
科
学
学
が
根
本
的
に
言
お
う
と
し
て
い
る
事
と
同
じ
で
は
な
い

の
だ
。
」
こ
う
し
て
科
学
的
な
正
確
さ
を
加
え
て
い
っ
て
も
豊
富
な
意
味
と
哲

学
的
な
意
義
は
失
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
が
、
「
科
学
を
広
義
に
解
釈
す

る
に
際
し
て
本
当
に
意
義
が
あ
る
の
は
、
全
体
に
関
す
る
宇
宙
論
的
な

（
ｃ
ｏ
ｓ
ｍ
ｏ
ｌ
ｏ
ｇ
ｉ
ｃ
ａ
ｌ
）
命
題
で
あ
り
、
主
張
な
の
で
あ
る
。
」
こ
こ
で
我
々
は
寅

彦
の
ル
ク
レ
チ
ウ
ス
に
対
す
る
唯
一
の
批
判
が
こ
の
宇
宙
論
的
考
察
に
基
づ

い
て
い
た
と
い
う
事
、
更
に
サ
ン
タ
ヤ
ナ
が
ル
ウ
レ
チ
ウ
ス
に
飽
き
足
ら
ず

ダ
ン
テ
を
称
揚
し
た
の
も
や
は
り
こ
の
宇
宙
論
的
な
考
察
に
基
づ
い
て
い
た

と
い
う
事
に
注
目
す
る
な
ら
ぱ
、
サ
ン
タ
ヤ
ナ
と
寅
彦
の
立
場
は
そ
れ
程
相

異

る

も

の

で

は

な

い

。

そ

れ

で

も

宇

宙

論

的

立

場

か

ら

見

る

時

、

サ

ン

タ

ヤ

ナ

は

詩

人

と

し

て

解

釈
し
寅
彦
は
科
学
者
と
し
て
解
釈
し
て
い
る
の
だ
が
、
こ
の
二
つ
の
立
場
を

ど
の
様
に
調
停
し
、
ど
の
方
角
に
止
揚
さ
せ
る
べ
き
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
と
こ

ろ

で

サ

ン

タ

ヤ

ナ

が

信

仰

不

信

の

立

場

な

ら

、

寅

彦

は

一

層

激

烈

に

無

信

仰

の
立
場
を
と
っ
て
い
る
様
に
思
わ
れ
る
。
寅
彦
は
繰
り
返
し
ル
ク
ン
チ
ウ
ス

の
「
例
の
宗
教
の
否
定
」
に
言
及
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
う
な
る
と
サ
ン

タ
ヤ
ナ
と
寅
彦
の
、
或
い
は
哲
学
と
科
学
と
の
差
は
、
目
的
論
的
性
格
の
有

無

に

帰

す

他

は

な

い

よ

う

に

思

わ

れ

て

来

る

。

だ

が

自

然

科

学

的

立

場

か

ら

見

た

時

こ

の

地

球

が

宇

宙

の

中

心

で

は

な

い

と

い

う

事

は

ど

う

解

釈

す

べ

き

な
の
か
。
そ
れ
は
ボ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
（
Ｋ
ｅ
ｎ
ｎ
ｅ
ｔ
ｈ
　
Ｅ
．
　
Ｂ
ｏ
ｕ
ｌ
ｄ
ｉ
ｎ
ｇ
）
の
巧
み

な

比

喩

を

借

れ

ば

、

こ

の

地

球

は

宇

宙

を

永

遠

に

放

浪

し

続

け

て

い

る

一

隻

の
宇
宙
船
で
あ
り
、
そ
こ
か
ら
脱
出
す
る
す
べ
も
無
い
。
従
っ
て
刻
々
と
船

内
に
備
蓄
さ
れ
て
い
る
資
源
を
消
費
し
尽
そ
う
と
し
て
い
る
と
い
う
事
態
に

他

な

ら

な

い

。

プ

ロ

テ

ィ

ス

タ

ン

テ

ィ

ズ

ム

に

も

カ

ソ

リ

シ

ズ

ム

に

も

与

し

得
た
か
た
ナ
ン
タ
ヤ
ナ
は
「
絶
望
」
と
だ
け
述
べ
死
ん
だ
が
、
我
々
は

既
に
絶
望
す
る
余
裕
も
無
い
の
で
あ
る
。
何
故
な
ら
生
存
自
体
が
犯
さ
れ
る

の
で
あ
れ
ば
絶
望
す
る
事
す
ら
出
来
な
い
相
談
だ
か
ら
で
あ
る
。
従
っ
て
ポ

ー
ル
デ
彳
ン
グ
的
宇
宙
論
解
釈
の
教
え
る
所
は
、
地
球
が
宇
宙
の
中
心
で
は

な
く
、
更
に
宇
宙
の
何
処
に
も
宇
宙
の
中
心
は
無
い
と
い
う
事
実
を
深
く
自

覚
し
た
上
で
、
然
も
人
間
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
、
こ
の
地
球
が
あ
た
か
も
宇

宙
の
中
の
唯
一
の
中
心
で
あ
る
か
の
様
に
行
動
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
い

う
確
信
な
の
で
あ
る
。
か
く
の
如
ボ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
流
の
”
ｓ
ｃ
ｉ
ｅ
ｎ
ｔ
ｉ
ｆ
ｉ
ｃ

ｅ
ｔ
ｈ
ｉ
ｃ
ｓ
 
"
を
解
釈
す
る
な
ら
ば
こ
れ
こ
そ
サ
ン
タ
ヤ
ナ
と
寅
彦
の
ル
ク
レ
チ

ク
ス
解
釈
を
現
代
に
生
か
す
道
で
あ
る
と
思
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
曽
て
サ
ン

丶

譽 ．



タ
ヤ
ナ
が
最
髙
の
詩
と
い
う
も
の
は
「
予
言
者
の
詩
」
て
あ
る
と
述
べ
、
寅

彦
が
科

学
の
性
格
を
「
予

言
」

と
把
握

し
た
の
も
、
正

に
こ
の
意
味
だ
っ

た

に
違
い
な
い
、
そ
し
て

こ
の
点
に
於
て

こ
そ
両

者
の
性
格
は
一

致
し
て
い

た

わ
け
て
あ

る
。

第
三
に
指
摘
乙
て
お
き
た
い
の
は
両
者
が
わ
ざ
わ
ざ
ル
ク
レ
チ
ウ
ス
を
取

り
上
げ

た
論
理
的
根
拠

の
疑
似
と
い
う
点
て
あ
る
。
私

は
先
に
サ
ン

タ
ヤ
ナ

は

ル
ク

レ
チ
ウ

ス
を
単
に
素
材
と
し
て
取
り
上
げ

た
だ
け

だ
と
言
っ
た
が
、

ど
う
し
て

そ
れ

が
ル
ク

ど
ア
ウ
ス
て
な
け

れ
ば
な
ら

な
か
っ

た
の

か
、
「
ル

ク
レ
チ
ク
ス
の
無
か
ら
有
は
生
じ
な
い
と
い
う
格
率
を
以
て
し
て
も
、
我
々

は
浅
間
し
い
程
不
滅
性
に
憧
れ
る
。
そ
し
て
人
間
に
課
せ
ら
れ
た
諸
条
件
を

理
解
し
て
甘
受
し
た
彼
の
や
り
口
か
ら
人
類
永
遠
の
希
求
が
生
ず
る
事
に
な

っ
た
。
信
仰
の
詩
人
て
あ
っ
た
ダ
ン
テ
は
、
我
々
に
は
限
ら
れ
た
運
命
し
か

与
え
ら

れ
て

い
な
い
の
だ
と
強
く
自
覚
す

る
事

に
よ
っ
て
心
に
平

安
を
得
る

事
が
出
来
る
の
だ
と
教
え
て
い
る
の
て
あ
る
。
ロ
マ
ン
テ
ィ
ッ
ク
な
経
験
の

詩
人
て
あ
る
ゲ

ー
テ
は
、
我
々
は
繰
り

返
し
繰
り
返
し
永
遠
に
や
り
直
す

べ

き
だ
と
教
え
て
い
る
の
て
あ
る
。」
即

ち
ル
ク
レ
チ
ウ

ス
の
思
想
自
体
に

ダ
ン

テ
と
ゲ

ー
テ
の
思
想

が
既
に
胚
珠
と
し
て
含
ま

れ
て
い

る
と
見
て
い
る

わ
け

て
あ
る
。
同
じ
推
理
が
寅
彦
の
場
合
に
も
可
能
な
の
て
驚
か
ざ
る
を
得
な
い
。

彼

の
「
映
画

の
世
界
像
」
の
中
の
一
節

を
読
も
う

。
「
現
世
て

予
測
の
出
来

な
い
事
柄
が
逆
転
映
画
の
世
界
て
は
確
定
的
に
な
る
か
ら
妙
て
あ
る
。
例
へ

ぱ
一
本
の
鉛
筆
を
垂
直
に
机
上
に
立
て
ゝ
手
を
離
せ
ば
鉛
筆
は
倒
れ
る
が
、

そ
れ
が
ど
の
方
向
に
倒
れ
る
か
は
所
謂
偶
然
が
決
定
す

る
の
み
て
正
確
な
予

言
は
不
可
能
で
あ
る
。
併
し
時
を
逆
行
さ
せ
る
場
合
に
は
色
々
な
向
き
に
倒

れ
た
鉛
筆
が
み
ん
な
垂
直
に
起
き
直
る
か
ら
事
柄
は
簡
単
に
な
る
。
…
…
さ

う
い
う
比
較
に
よ
っ
て
始
め
て
吾
々
の
哲
学
も
宗
教
も
科
学
も
其
の
完
全
な

本
体

を
現

は
す
て
あ
ら
う
。」
寅
彦

は
「
科
学
史
」
と
い
う
映
画

を
逆
行
さ
せ

て
、
そ
の
最
後
に
登
場
し
た
ル
ク
レ
チ
ウ
ス
の
フ
ィ
ル
ム
に
現
代
の
科
学
の

象
徴

を
、
胚
珠
を
、
見
た
の
て
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
寅
彦
の
言
葉
は
実

に
小

論
の
結
論

に
ふ
さ
わ
し
い
。
つ
ま
り

サ
ン
タ
ヤ
ナ
も
寅
彦
も
時
を
逆
行
化
し

て
、

ル
ク
レ
チ
ウ

ス
的
風
景
と
い
う
映

像
の
世
界

を
作
り
出
し
て
、
己

れ
の

信
念

を
形
作

る
象
徴

と
も
見
な
し
た
し
、
経
過
し
た
「
時
」
の
意
味
を
も
表

現

し
た
と
言
え

る
の
て

は
な
か
ろ
う
か
。

最
後

に
簡

単
に
つ
け
加
え
て
お
き
た
い
事

が
あ
る
。
実
際
の
サ
ン
タ
ヤ
ナ

の
哲
学
は
煩
瑣
哲
学
と
言
っ
て
も
よ
い
程
循
環
的
で
あ
っ
た
。
寅
彦
の
物
理

学
も
「
掛
け
小
犀
の
物
理
学
」
と
悪
口
を
言
わ
れ
る
程
、
日
常
身
辺
の
瑣
事

に
拘
泥
す
る
実
験
物
理
学
て
あ
っ
た
。
併
し
そ
れ
故
に
か
え
っ
て
ス
ケ
ー
ル

の
大
き
い
象
徴
的
宇
宙
論
的
理
念

を
展
開

出
来
た
の
で

は
な
か
ろ
う

か
。
例

え
ば
サ
ン
タ
ヤ
ナ
は
彼
の
最
大
の
狙
い
て
あ
る
ダ
ン
テ
論
の
中
で
こ
う
言
っ

て
い

る
。
「
我

々
は
力
量
不

足
の
為

ダ
ン
テ

の

想
像
力
の
成
果
て
あ
る

偉
大

な

る
事
物

を
、
我

々
自
身

が
切
実
に
拘
泥

し
て

い
る
日
常
の
瑣
事
に
結

び
つ

け
る
能
力
を
欠
い
で
い
る
。
」
確
か
に
『
神
曲
』
は
驚
く
程
当
時
の
俗
界
の
人

名
や
事
件
と
い
う
瑣
事
て
充
満
し
て
い
た
。
又
寅
彦
の
弟
子
で
あ
っ
た
高
橋

浩

一
郎

は
こ
う
言

っ
て
い
る
、
「
先
生
の

行
き
方
に
は

落
穂
拾
い
と
批
判
す

る
人
も
あ
っ
た
。
オ
ー
ソ
ド
ッ
ス
な
物
理
学
の
研
究
か
ら
い
え
ば
、
そ
の



説
も
当
っ
て
い
な
い
と
は
い
え
な
い
。
し
か
し
地
球
物
理
学
の
よ
う
に
、
複

雑

な

現

象

を

研

究

す

る

場

合

に

は

、

先

生

の

よ

う

な

行

き

方

は

大

い

に

成

功

を

発

揮

す

る

も

の

で

あ

り

、

日

本

の

地

球

物

理

学

が

発

展

し

た

か

げ

に

は

、

先

生

の

影

響

が

大

き

い

よ

う

に

思

わ

れ

る

。
」

確

か

に

寅

彦

は

綿

密

に

実

験

を

繰

り

返

し

、

学

生

の

ご

ま

化

し

の

観

察

デ

ー

タ

は

す

ぐ

見

破

っ

た

。

ロ

ー

マ

は

一

日

で

は

成

ら

な

か

っ

た

の

で

あ

る

。

（

１

）
　

九

鬼

周

造

『

い

き

の

構

造

』

岩

波

書

店
　

一

三

頁

。

（
２
）
M
o
ｒ
ｔ
ｏ
ｎ
　
Ｗ
ｈ
ｉ
ｔ
ｅ
,
 
ｓ
ｃ
ｉ
ｅ
ｎ
ｃ
ｅ
　
＆
　
Ｓ
ｅ
ｎ
ｔ
ｉ
ｍ
ｅ
ｎ
ｔ
　
ｉ
ｎ
　
Ａ
ｍ
ｅ
ｒ
ｉ
ｃ
ａ
　
（
Ｎ
ｅ
w

Ｙ
ｏ
ｒ
ｋ

（

１
９
７
３
）
,
　
ｐ

．

２

６
２

．

（
3
）
　
T
ｈ
ｅ
　
p
h
i
l
ｏ
ｓ
ｏ
ｐ
ｈ
ｙ
　
ｏ
ｆ
　
Ｇ
ｅ
ｏ
ｒ
ｇ
ｅ
　
Ｓ
ａ
ｎ
ｔ
ａ
ｙ
ａ
ｎ
ａ
,
　
ｅ
ｄ

．

Ｐ

．

Ａ

．

Ｓ

ｃ

ｈ

ｉ
ｌｐ

ｐ

（
E
ｖ
ａ
ｎ
ｓ
ｔ
ｏ
ｎ
,
 
1
９
４
０
）
,
ｐ
．
２
３
．

（

４

）
　

角

川

源

義

『

日

本

近

代

文

学

大

系
3
4

寺

田

寅

彦

集

』

角

川

書

店
　

四

八

二

頁

。

（

５

）
　

寺

田

寅

彦

「

写

生

紀

行

」

（

『

寺

田

寅

彦

随

筆

集

』

岩

波

文

庫

）

第

一

巻

三

〇

○

頁

。

（

６

）
　

寅

彦

「

田

園

雑

感

」

同

省

二

五

九

頁

。

（
７
）
G
ｅ
ｏ
ｒ
ｇ
ｅ
　
s
ａ
ｎ
ｔ
ａ
ｙ
ａ
ｎ
ａ
,
　
Ｄ
ｅ
w
ｅ
ｙ
'
ｓ
　
Ｎ
ａ
ｔ
ｕ
ｒ
ａ
ｌ
ｉ
ｓ
ｔ
ｉ
ｃ
　
Ｍ
ｅ
ｔ
ａ
ｐ
ｈ
ｙ
ｓ
ｉ
ｃ
ｓ
”
　
ｉ
ｎ

T
ｈ
ｅ
　
P
h
i
l
ｏ
ｓ
ｏ
ｐ
ｈ
ｙ
　
ｏ
ｆ
　
Ｊ
ｏ
ｈ
ｎ
　
Ｄ
ｅ
w
ｅ
ｙ
,
　
ｅ
ｄ

．

Ｐ

．

Ａ

．

Ｓ

ｃ

ｈ

ｉ
ｌｐ

ｐ

（

Ｎ

ｅ
w

Ｙ
ｏ
ｒ
ｋ

（

１
９
５
１
）
,
　
ｐ

．

２
５

１

．

（
８
）
　
リ
チ
ャ
ー
ド
ー
バ
ト
ラ
ー
・
『
ジ
ョ
ー
ジ
・
サ
ン
タ
ヤ
ー
ナ
』
磯
野
友
彦
訳

早

大

出

版

部
　

九

七

頁

。

（
９
）
　
寅
彦
「
映
画
雑
感
 
(
Ⅰ
)
）
」
前
掲
書
第
三
巻
ニ
ニ
一
頁
。

（
1
0
J
　
Ｐ
ｎ
ｉ
ｌ
ｉ
ｐ
　
Ｂ
ｌ
ａ
ｉ
ｒ
　
Ｒ
ｉ
ｃ
ｅ
,
　
"
Ｉ
ｎ
ｔ
ｒ
ｏ
ｄ
ｕ
ｃ
ｔ
ｉ
ｏ
ｎ
”
　
ｉ
ｎ
　
Ｃ
ｌ
ａ
ｓ
ｓ
ｉ
ｃ
　
Ａ
ｍ
ｅ
ｒ
ｉ
ｃ
ａ
ｎ
　
Ｐ
ｈ
ｉ
-

ｌ
ｏ
ｓ
ｏ
ｐ
ｈ
ｉ
ｅ
ｓ
,
　
ｅ
ｄ

．

Ｍ
ａ
ｘ
　
Ｈ
,
　
Ｆ
ｉ
ｓ
ｃ
ｈ
（
Ｎ
ｅ
w
　
Ｙ
ｏ
ｒ
ｋ
,
 
１
９
５
１
）
ｐ

．

２
６
１
.

（
1
1

）
　

寅

彦

「

物

理

学

と

感

覚

」

前

掲

書

第

一

巻

一

四

八

－

四

九

頁

。

（
1
2
）
　
寅
彦
「
ル
ク
レ
チ
ウ
ス
と
科
学
」
前
掲
書
第
二
巻
二
九
一
頁
。

（
1
3
）
G
e
o
r
g
e
 
S
a
n
t
a
y
a
n
a
,
 
 
"
T
ｈ
ｅ
　
E
l
e
ｍ
ｅ
ｎ
ｔ
ｓ
　
ａ
ｎ
ｄ
　
Ｆ
ｕ
ｎ
ｃ
ｔ
ｉ
ｏ
ｎ
　
ｏ
ｆ
　
Ｐ
ｏ
ｅ
ｔ
ｒ
ｙ
"

ｉ
ｎ
　
ｉ
ｎ
ｔ
ｅ
ｒ
ｐ
ｒ
ｅ
ｔ
ａ
ｔ
ｉ
ｏ
ｎ
ｓ
　
ｏ
ｆ
　
Ｐ
ｏ
ｅ
ｔ
ｒ
ｙ
　
ａ
ｎ
ｄ
　
Ｒ
ｅ
ｌ
ｉ
ｇ
ｉ
ｏ
ｎ
（
Ｎ
ｅ
w
　
Ｙ
ｏ
ｒ
ｋ
,
 
１
９
５
７
）
,

ｐ

． 　

２
６

２

．

（
1
4
）
　
Ｇ
ｅ
ｏ
ｒ
ｇ
ｅ
　
Ｓ
ａ
ｎ
ｔ
ａ
ｙ
ａ
ｎ
ａ
,
 
T
ｈ
ｒ
ｅ
ｅ
　
Ｐ
ｈ
ｉ
ｌ
ｏ
ｓ
ｏ
ｐ
ｈ
ｉ
ｃ
ａ
ｌ
　
Ｐ
ｏ
ｅ
ｔ
ｓ
（
Ｎ
ｅ
w
　
Ｙ
ｏ
ｒ
ｋ
,

１
９
３
８
）
,
　
ｐ

．
　
１
８

．

（
1
5

）
　

寅

彦

「

科

学

と

文

学

」

前

掲

書

第

四

巻

二

二

三

－

二

六

頁

。

｛
1
6
｝
Ｇ
ｅ
ｏ
ｒ
ｇ
ｅ
　
Ｓ
ａ
ｎ
ｔ
ａ
ｙ
ａ
ｎ
ａ
,
　
Ｓ
ｃ
ｅ
ｐ
ｔ
ｉ
ｃ
ｉ
ｓ
m
　
ａ
ｎ
ｄ
　
Ａ
ｎ
ｉ
ｍ
ａ
ｌ
　
Ｆ
ａ
ｉ
ｔ
ｈ
（
ｉ
＼
ｅ
w

Ｙ
ｏ
ｒ
ｋ
,
　
１
９
２
３
）
,
　
ｐ
ｐ

．
　
６

９
-

７

０

．

（
1
7
）
G
ｅ
ｏ
ｒ
ｇ
ｅ
　
S
ａ
ｎ
ｔ
ａ
ｙ
ａ
ｎ
ａ
,
　
Ｓ
ｏ
ｌ
ｉ
ｌ
ｏ
ｑ
ｕ
ｉ
ｅ
ｓ
　
ｉ
ｎ
　
Ｅ
ｎ
ｇ
ｌ
ａ
ｎ
ｄ
　
ａ
ｎ
ｄ
　
Ｌ
ａ
ｔ
ｅ
ｒ
　
Ｓ
ｏ
-

l
i
l
ｏ
ｑ
ｕ
ｉ
ｅ
ｓ
　
（
Ｎ
ｅ
w
　
Ｙ
ｏ
ｒ
ｋ
,
　
１
９
２
２
）
,
 
ｐ

．

１

４
２

．

（
1
8

）
　

寅

彦

「

量

的

と

質

的

と

」

前

掲

書

第

三

巻

三

八

頁

。

（
1
9

）
　

太

田

文

平

「

寺

田

寅

彦

の

随

筆

と

統

計

」

（

『

寺

田

寅

彦

の

作

品

と

生

涯

』

七

曜

社

）

七

九

頁

。
　
　
　
　
　
　
　
　

｀

（
2
0

）

太

田

文

平

「

か

も

知

れ

な

い

」

考

（

『

寺

田

寅

彦

の

周

辺

』

日

本

放

送

出

版

協

会

）

二

八

八

頁

。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

レ

（
2
1
）
G
ｅ
ｏ
ｒ
ｇ
ｅ
　
S
ａ
ｎ
ｔ
ａ
ｙ
ａ
ｎ
ａ
,
　
T
h
e
 
Ｌ
ｉ
ｆ
ｅ
　
ｏ
ｆ
　
Ｒ
ｅ
ａ
ｓ
ｏ
ｎ
,
　
ｖ
ｏ
ｌ

．

３

　
：
　

Ｒ

ｅ
ａ

ｓ
ｏ

ｎ

ｉ
ｎ
　
Ｒ
ｅ
ｌ
ｉ
ｇ
ｉ
ｏ
ｎ
（
N
ｅ
w
　
Ｙ
ｏ
ｒ
ｋ
,
　
１
９
０
５
）
,
　
ｐ

．
　

１

１
．

（
2
2

）
　

エ

リ

ア

ー

デ

「

イ

メ

ー

ジ

と

シ

ン

ボ

ル

」

（

『

未

開

と

文

明

』

前

田

耕

作

訳

平

凡

社

）

一

七

一

頁

。

（
2
3
）
Ｗ
ｉ
ｌ
ｂ
ｕ
ｒ
　
M
a
ｒ
ｓ
ｈ
ａ
ｌ
ｌ
　
Ｕ
ｒ
ｂ
ａ
ｎ
,
　
Ｌ
ａ
ｎ
ｇ
ｕ
ａ
ｇ
ｅ
　
ａ
ｎ
ｄ
　
Ｒ
ｅ
ａ
ｌ
ｉ
ｔ
ｙ
　
（
L
ｏ
ｎ
ｄ
ｏ
ｎ
,

１
９
５
１
）
,
　
ｐ

． 　
５

５

８

．

（
2
4
）
　
ケ
ネ
ス
・
Ｅ
・
ボ
ー
ル
デ
ィ
ン
ダ
『
変
革
を
ど
う
う
け
と
め
る
か
』
国
弘
正

雄
訳
　
日
本
放
送
出
版
協
会
　
一
一
〇
頁
。

（
2
5

）

寅

彦

「

映

画

の

世

界

像

」

前

掲

書

第

三

巻

一

六

五

頁

。

（
2
6

）
　

高

橋

浩

一

郎

「

寺

田

物

理

学

を

学

ぶ

」

（

『

科

学

者

寺

田

寅

彦

』

日

本

放

送

出

版

協

会

）

六

六

頁

。

（

紙

数

の

都

合

上

註

は

最

初

出

た

所

だ

け

頁

数

を

示

し

た

。
）

（
う
の
き
・
け
い
じ
ろ
う
、
一
九
世
紀
ア
メ
リ
カ
文
学
。

英

米

哲

学

、

信

州

大

学

助

教

授

）
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