
〈
研

究

論

文
1
1
〉

時
把
捉

の
仕
方

を
め
ぐ

る
比
較
文
化

論
の
試
み
に

つ
い
て

遠
　
山
　
諦
　
虔

一

最
初

に
、
論

旨
が
充
分
に
盛
り
込
め
ら
れ
て

い
な
い
こ
の
論
題
の
不

明
瞭

さ
を
補

う
た
め
、
期
待
の
範
囲
を
制
限
し
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
と
も
思
う

が
、
予

め
問
題
設
定
の
意
向

を

明

ら
か
に
し
て
お
き
た
い
。
ま
ず
、
「
時
把

捉
」
と
い
う
言
葉
で
あ
る

が
、
こ
れ
は
「

時
間
意
識
」
と
か
「
時
間
観
念
」

と
か
い
う
言
葉
よ
り
い
ま
一
つ
根
本
的
な
時
そ
の
も
の
の
根
本
経
験
を
表
わ

す
言
葉
、
す
な
わ
ち
そ
こ
で
前
提
と
さ
れ
て
い
る
時
と
い
う
も
の
そ
の
も
の

の
根
本
経
験
の
構
造
解
明
の
た

め
に
用
い
た
言
葉
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
時

把
捉
の
観
点
か
ら
そ
の
種
々
の
仕
方
を
比
較
文
化

論
的
に
追
究
す
る
こ
と
が

こ
の
小

論
の
目

標
で
あ
る

が
、
比
較
文
化
論
で

は
ま
だ
種
々
の
時
間
意
識
形

態
の
規

準
と
な
る
特
定
の
時
間
観
念
が
前
提
さ
れ
ざ
る
を
え
な
い
。
こ
の
好

例
は
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
な
時
間

観
念
を
規
準
と
し

た
時
間

意
識
の
強
・
弱
な

ど
の
評
価
で
あ
る
。

だ
が
、
時
の
根
本
経
験
と
い
う
こ

と
か
ら
言
え
ば
、
時

間
意
識
の
強
・
弱

は
言

う
ま
で
も
な
く
、
そ

の
有
・
無
と
い
う
こ
と
す
ら
必

ず
し
も
決
定
的
な
こ

と
で

は
な
い
。
特
定

の
時
間
意
識

を
規
準
と
し
た
場
合

に
無
時
間
的

と
見
ら

れ
る
と
こ
ろ
に
も
、
時

の
根
本

経
験

か
ら
す
れ
ば
、
一

つ
の
時
把
捉

の
仕

方
が
見
ら

れ
る
の
で
あ
る
。
ア
ナ

ロ
ジ
カ
リ
に
言
え
ば
、

こ
れ

は
任
意

の
速
度
で

録
音

さ
れ
た
あ
る
ス
ピ
ー
チ

を
何

か
特
定
の
速
度
を

定

め
て
再

生
し
、
そ
の
遅
・
速

を
云

々
す
る
よ
う
な
も
の
で

あ
ろ
う
。
再

生

が
特
定

の
速
度
規

準
に
従
わ
ず
、
録
音
さ
れ
た
と
き

と
同
じ
速
度
で
行
わ
れ

れ

ば
、
ス

ピ
ー
チ

は
（
知
覚
さ
れ
た
ま
ま

の
速
度

に
対
し
）

遅
く
も
な
く
速

く
も
な
く
、
再
現

さ
れ
る
は
ず
で

あ
る
。
こ
こ
で
速
度
規
準

は
知
覚
さ
れ
た

ま
ま
の
ス

ピ
ー
チ
の
速
度
で
あ
り

、
録
音
や
再
生
の
速
度

は
そ
の
捉
え
か
た

の
種

々
の
可

能
性

を
示
す
も
の
と
考
え

る
こ

と
が
で
き
る
。
同
様
に
、
あ
る

規
準
的
な
時
間
観
念

か
ら
す
れ
ば
無

時
間
的

と
言
え
る
文
化

応
な
か
に
も
、



や
は
り
独
自
の
時
把
捉
の
仕
方

が
あ
り
う
る
と
い
う
可

能
性
は
認

め
ら
れ
ね

ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
見
解
に
立

っ
て
は
じ
め
て
、
種

々
の

文

化

が
そ
の
特
殊
性
に
お
い
て
正
当
に
評
価
さ
れ
る
普
遍
的
な
比
較
の
場

が

開
か
れ
る
の
で
あ
り
、
比
較
文
化
論

は
そ

の
基
礎
の
上
に
立

っ
て
、
そ

の
可

能
性
を
実
証
す
る
も
の
で
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
と
思
う
。
凡
そ
以
上
の
よ

う

な
意
味
で
、
こ
の
小
論

は
時
把
捉

の
仕
方

を
め
ぐ
る
比
較
文
化
論
の
試
み
で

あ
る
と
と
も
に
、
む
し
ろ
そ
れ
以
上
に
、
時
の
根
本
経
験
の
構
造

の
時
間

論

的
解
明

に
よ
る
比
較
文
化
論
基
礎

論
の
意
図

を
も

つ
も
の
で
あ

る
。

二

以
上
の
考
察
を
進

め
る
た
め
に
、

ル
ー
ド
ル
フ

ー
ヴ
ェ
ン
ド
ル
フ

の
『
時

と
文
化
』

が
大
へ

ん
参
考

に
な
っ
た
。
こ
の
書
物

に
は
「

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お

け

る
時
間

意
識

の
歴
史
」

と
い
う
副
題
が
あ
り
、
西
欧

の
時
間
意

識
の
歴
史

が
広
汎

な
文
化
領
域

の
さ
ま
ざ
ま
な
現
象
を
通
じ
て
、
興

味
深

く
追
究
さ
れ

て

い
る
。
量
的
に
三
分

す
る
と
、
最
初
に
西

欧
文
化
に
影

響
を
与
え
た
先
行

諸

文
化

か
ら
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
に
至
る
間
を
そ
れ
ぞ
れ
の
時
間
意
識
の
特
性
に

お
い
て
手

際
よ
く
捉
え
、
次
の
三
分
の
一
に
十
七
世
紀
か
ら
十
九
世
紀

を
、

残
る
三
分
の
一
に
二
十
世
紀
を
、
西
欧
的
時
間
意
識
の
伝
統
の
多
面
的

な
展

開
と
し
て
特
色

づ
け
て
い

る
。
七
百
頁

に
も
及
ぶ
大
冊
な
の
で
充
分
な
紹
介

は
望

め
な
い

が
、
邦
訳
も
ま
だ
出

て
い

な
い
よ

う
な
の
で
、
之
り
あ
え
ず
前

述
の
問
題
意
向
に

か
か
わ
る
点

の
み
の
概
要

を
述

べ
て

お
き

た
い
。

こ
の
書

の
な

か
で

著

者

は
、
直
線

的
（
ｌｉｎ
ｅ
ａ
ｒ
）
で
方
向

づ
け

ら
れ
て

い

る

（
ｇ
ｅ
ｒ
ｉｃ
ｈ
ｔｅ
ｔ
）

時

間

の

意

識

と

、

そ

う
い

う

性

質

の

時

間

意

識

を

脱

し

た

無

時

間

的

体

験

赱

を
時

把

捉

の
両

極

的
構

造

と
し

て

捉

え

た

う

え

で

、

ヨ

ー

ロ

ッ

パ

の
時

把

捉

の
仕

方

を

直

線

的
時

間

意

識

と

し

て

特

徼

づ

け

、

こ

れ

を

ヨ

ー

ロ

ッ

パ
文

化

の
形

成

基

盤

と

考

え

る
と

と

も

に

、

将

来

も

ヨ
ー

ロ

ッ
パ

文
化

は
こ

の

勝

れ

た
思

想
的

特

性

を
以

て

、

人

類

の

文

化

に

貢

献

す

べ
き

で

あ

る

と

考
え

る
。

し

か

し
、

ヨ

ー

ロ

ッ

パ
的

時

間

観

念

を

直

線

的

な

も

の

と

し

て
特

色

づ

け

よ

う

と

す

る

こ

と

は
、

別

に

珍

し

い

試

み

で

は

な

い

。

問

題

は

ヨ

ー

ロ

ッ

パ

に

お

け

る

時

把

捉

の

歴

史

の
な

か
で

、

一

体

ど

の

よ

う

に

し

て
直

線

的
時

間

意

識

が

無

時

間

的

体

験

を
凌

い

で

、

そ

の

中

心

に

定

着

し

え

た

か

と

い
う

点

に
あ

り

、

著

者

の

歴

史

的
着

眼

も

こ

こ

に

根

拠

す

る

も

の

と

思

わ

れ

る

の

で

あ

る

。

通

常

、
直

線

的

時

間

意

識

と

い

え

ば

ユ

ダ

ヤ
教

的

・

キ
リ

ス
ト

教

的

時

間

意

識

が
考

え

ら

れ

る

が
、

終

末

論

（
Ｅ
ｓ
ｃ
ｈ
ａ
ｔｏ
ｌｏ
ｇ
ｉｅ
）

や

千

福

年

説

（
Ｃ
ｈ
ｉ
-

l
i
a
s
m
ｕ
ｓ
）
は
別
と
し
て
、
教
会
キ
リ
ス
ト
教
（
Ｋ
ｉ
ｒ
ｃ
ｈ
ｅ
）
や
神
秘
主
義
（
M
y
s
t
i
k
）

は
す

で

に

こ

の

傾

向

を
脱

し

た
面

を
も

つ

か

ら

、
そ

れ

は

一
概

に

ユ

ダ

ヤ
教

的

・

キ
リ

ス
ト

教

的

伝

統

に

の
み

帰

し

て

考

え

る

こ

と

は
で

き

な

い
で

あ

ろ

う

。

そ

こ

に

何

か

が
加

わ
ら

ね

ば

な
ら

な

い

。

そ

の

何

か

は
直

線

的

に
方

向

づ

け
ら

れ

た
時

間

的

運
動

に
対

し

て
、

む

し

ろ

そ

れ

を
固

定

し
限

定

す

る
も

の

と

考
え

ら

れ

る
。

こ

の

よ

う

な

運
動

の
固

定

と

限

定

を
表

わ

す

も

の

が

、

始

源

的

な
意

味

で

の

リ

ュ

ト

モ

ス
（
ｒ
ｈ
ｙ
ｔ
ｈ
ｍ
ｏ
ｓ
）
の
概

念

で

あ

る
こ

と

を
、（
諳

者

は

古

典
学

者

イ

ェ
ー

ガ
ー

の

説

を

借
り

て

明

ら

か

に

し

よ

う

と

し

て

い

る
。

ギ

リ

シ
ア

的

な

時

表

象

は

、

一

般

的

に

は
円

環
的

（
ｚ
ｙ
ｋ
ｌ
ｉｓ
ｃ
ｈ
）

と

考

え

ら



れ

る
が

、

今

そ

れ

が
問

題

な

の
で

は
な

い

。

直

線

的

で

あ

れ
円

環

的

で

あ

れ

、

こ

こ

で

特

徴

的

な

の

は
生

成

し
運

動

す

る
時

の
分

節

（
Ｇ
ｌ
ｉｅ
ｄ
ｅ
ｒ
ｕ
ｎ
ｇ
）

に
よ

る

支

配

と

い

う

独

自

な

時

把

捉

の
仕

方

の

影

響

で

あ

る
。

生

成

す

る
時

が
リ

ズ

ム
と

し

て

捉

え

ら

れ

た
こ

と
で

あ

る
。

こ

の

時

把

捉

は

、

一
方

で

は

音

楽

の

リ

ズ
ム

把

捉

の

西

欧

的

特

性

を
生

じ

、

ま

た

一

方

で

は

人

工

時

計

の

め
ざ

ま

し

い

発

達

を

促
し

た
。

時

は
直

線

的

に

方

向

づ

け

ら

れ

て

流

れ

る

と

と
も

に
、

分

節
さ

れ

た
（
ｇ
ｅ
ｇ
ｌｉｅ
ｄ
ｅ
ｒ
ｔ
）
時

と
な

っ
た
。
錘
と
「
雁
木
車
」
（
H
e
m
m
u
n
g
　
抑
制
)
の
装
置
に
成
る
歯
車
時
計

の

原

理

は

、

自

由

な

運

動

と
そ

の
抑

制

で

あ

る
。

こ

の
原

理

に
よ

る
機

械

時

計

は

十

三

世

紀

末

か
ら

十

四

世

紀

始

め

の
頃

に
現

わ
れ

た

と
言

わ

れ

る

が

、

こ

こ

で

直

線

的

方

向

性

は
分

節

的

均

等

性

と
結

び

つ
い

て
、

西

欧

の
時

間

意

識

を

根

強

く

支

配

す

る
も

の
と

な

っ
た

。

ニ

ュ
ー

ト

ン

の

絶
対

時

間

の
観

念

は

、

何

よ

り

も

時

の
流

れ

の
均

等

性

（
（
ｊ
ｌｅ
ｉｃ
ｈ
ｍ
ａ
ｆｉ
ｉｇ
ｋ
ｅ
ｉｔ
）
を
示

す

も

の

で

あ

る
。

し
か
し
、
機
械
時
計

の
発
明
以

後
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
時
間
意
識
は
す

べ
て

時
計
的
に
分
節
的

と
な
っ
た
と
い

う
こ

と
は
も

ち
ろ
ん
な
く
、
時
計
時
間

に

対
す
る
強
い
反
発

は
当

然
起
っ
て

い
る
。

た
だ
、
そ
れ
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で

は

や
は
り
時
計
時
間
を
軸
と
し
て
、
そ
の
ア
ン
テ
ィ
・
テ
ー
ゼ
と
し
て
展
開
し

て
い
る
こ

と
は
注
目

さ
る

べ
き
で

あ
ろ

う
。

そ
れ
ゆ
え

、
西

欧
近
代
の
反
時

間
思
想

は
、
多
く

の
場

合
、
そ
の
理
想
を
時
計
時
間
に
毒

さ
れ
た
西
欧
に
は

求

め
ず
、
時

計
の
人
間
支
配
の
な
い
非
西

欧
的
世
界
に
求

め
て
い

る
。
近
代

の
反
時
間

思
想
の
基
調
は
、
時
計
に
よ
っ
て
刻
ま
れ
る
時

を
自
由

の
束
縛
と

見

て

、

脱

時

間

的

に

無

時

間

的

雰

囲

気

に

沈

潜

し

て

し

ま

う

か

、

あ

る

い

は

そ

こ

に

時

計

時

間

で

な

い

真

の

時

を

見

出

し

て

、

独

自

な

体

験

で

そ

れ

を

生

き

よ

う

と

す

る

と

こ

ろ

に

あ

る

。
「

人

は

時

計

を

持

っ

て

い

る

が

、

時

（

余

裕

）

を

持

っ

て

い

な

い

」

と

は

フ

ラ

ン

ス

革

命

の

後

に

言

わ

れ

た

言

葉

だ

と

い

う

が

、

こ

れ

は

近

代

の

反

時

間

思

想

の

基

調

に

通

じ

る

も

の

で

あ

る

。

こ

の

傾

向

を

著

者

は

十

九

世

紀

末

の

ロ

マ

ン

テ

ィ

ク
　

（
Ｒ
ｏ
ｍ
ａ
ｎ
 ｔｉｋ
）

の

音

楽

や

二

十

世

紀

初

頭

の

文

学

な

ど

に

も

探

求

し

て

い

る

。

ロ

マ

ン

テ

ィ

ク

音
楽
に
つ
い
て
一
言
す
る
と
、
そ
こ
で
は
音
楽
は
直
線
的
展
開
と
い
う
よ
り

む

し

ろ

、
「

気

分

の

な

か

で

の

浮

動

」
（
ｄ
ｉｅ
　
Ｓ
ｃ
ｈ
w
ｅ
ｂ
ｅ
　
ｉｎ

　
Ｓ
ｔ
i
m
m
ｕ
ｎ
ｇ
）

を

表

わ

す

も

の

と

な

っ

て

い

る

と

言

う

。

ま

た

、

非

直

線

的

表

象

を

示

す

の

に

、

著

者

は

「

万

華

鏡

的

」
（
ｋ
ａ
ｌｅ
ｉｄ
ｏ
ｓ
ｋ
ｏ
ｐ
ｉｓ
ｃ
ｈ
）

と

い

う

表

現

を

好

ん

で

用

い

て

も

い

る

。

次

に

速

度

の

問

題

に

つ

い

て

一

見

し

て

置

こ

う

。

近

代

の

反

時

間

思

想

は

、

同

時

に

ま

た

反

進

歩

思

想

で

も

あ

る

。

進

歩

思

想

で

は

時

間

線

上

を

よ

り

速

く

前

進

す

る

こ

と

が

、

勝

利

と

栄

光

に

つ

な

が

る

。

進

歩

思

想

が

惹

起

す

る

高
速
テ
ン
ポ
、
あ
わ
た
だ
し
さ
（
H
e
t
z
e
 
狩
り
た
て
る
こ
と
｝
が
近
代
人
を

悩

ま

せ

る

。

そ

の

焦

燥

感

か

ら

脱

す

る

た

め

、

あ

る

宗

教

で

は

暝

想

音

楽

（
Ｍ
ｅ
ｄ
ｉ
ｔ
ａ
ｔ
ｉ
ｏ
ｎ
ｓ
m
ｕ
ｓ
ｉ
ｋ
）
や
メ
ス
カ
リ
ン
、
L
.
S
.
D
.
な
ど
の
薬
物
使
用
も

行

わ

れ

て

い

る

と

言

う

。

こ

れ

ら

の

手

段

は

一

時

的

の

も

の

で

、

時

間

の

人

間

支

配

と

い

う

現

実

を

克

服

す

る

道

で

は

な

い

で

あ

ろ

う

が

、

こ

こ

で

も

求

め

ら

れ

て

い

る

の

は

無

時

間

体

験

で

あ

る

こ

と

は

確

か

で

あ

る

。

テ

ン

ポ

の

問

題

は

ま

た

、

先

進

産

業

国

と

発

達

途

上

国

と

の

今

後

の

あ

り



か

た

を
考

え

る
場

合

に

も

重

要

で

あ

る

こ

と

を
著

者

は

指

摘

し

て

い

る
。

そ

し

て
、

高

速

テ

ン

ポ

の

文

明

が
発

達

途

上

国

に

保

有

さ

れ

て

い

る

一

つ
の

重

要

な

文
化

根

源

で

あ

る

無

時

間

的

体

験

を

破

壊

す

る

危

険

を

憂

慮

す

る
と

と

も

に

、

こ

れ

を
高

速

テ

ン

ポ
の

現

代

文

化

の

な

か

に

真

に

生

か
し

て

ゆ
く

道

が

、
非

西

欧

の

勝

れ

た
文

化

の
な

か
か

ら

出

て

く

る

こ

と

を

期

待

し

て

い

る
。

著

者

は

最

後

に

、

次

の

よ

う

に

言

う

。

直

線

的

時

間

意

識

と

無

時

間

的
体

験

と
は
時
の
根
本
経
験
の
両
極
(
P
o
ｌ
ａ
ｒ
ｉ
ｔ
ａ
ｔ
）
で
あ
り
、
西
欧
文
化
と
非
西
欧

文
化

と

は

そ

の

対

極

に

立

つ
も

の

で

あ

る

。

こ

れ

ら

は

大

脳

の

左

右

の
半

球

（
Ｈ
ｅ
ｍ

ｉｓｐ
ｈ
ｅ
ｒ
ｅ
）

の

よ

う

に

、

あ

る

い

は

デ

ィ

ジ
タ

ル

な

思

考

と

ア

ナ

ロ

グ

の

思

考

と

の

関

係

の

よ

う

に

、

互

に

そ

の

機

能

を

異

に

し

つ

つ
、

一

つ
の

も

の

と
し

て

将

来

の

文

化

を

創

造

し

て

ゆ

く

べ
き

も

の

で

あ

る
と

。

三

以

上

、

簡

単

に

紹

介

し

た

グ

ェ

ン

ド

ル
フ

の

『

時

と

文

化

』

は
、

ヨ

ー

ロ

ッ

パ

の

時

間

意

識

が

直

線

的

性

格

を
そ

の

根

本

特

徴

と

す

る
こ

と

を
歴

史

的

考

察

を

通

じ

て

明

確

化

す

る

と
と

も

に

、

そ

れ

に

対

し

て

脱

時

間

的

な
傾

向

を

と

る

無

時

間

的

体

験

に

つ

い
て

も

、

そ

れ

を

単

に

時

間

意

識

の

欠

如

と
考

え

ず

、
直

線

的

時

間

意

識

の

対

極

を

な
す

一

つ
の

時

把

捉

の

仕

方

で

あ

る
こ

と

を
示

唆

し

て

い

る

点

で

、

広

い

視

野

を

開

く

も

の

で

あ

っ

た
。

た

だ
、

こ

の

側

面

か

ら

見

た

だ

け

で

は

、

無

時

間

的

体

験

の

積

極

的

意

味

は
明

ら

か

に

な

ら

な

い

。

彼

も

期

待

し

て

い

る
よ

う

に

、

そ

れ

は

無

時

間

的

体

験

の
サ

イ

ド

か

ら

、

そ

の

根

本

経

験

の

時

間

性

と
し

て

明

ら

か

に

さ

れ

る
必

要

が
あ

る
。

そ
の
際
、
無
時
間
的
体
験
を
い
わ
ゆ
る
時
間

の
言
葉

に
翻
訳
す

る
こ
と

が
、

お
そ
ら
く
最
大

の
難
問
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

そ
こ
で
今

度
は
、
そ
め

無
時
間
的
体
験
文
化

の
伝
統

を
豊
富

に
も
つ
も
の

の
一

つ
と
思

わ
れ
る
わ
れ
わ
れ
の
伝
統
文
化

の
時
把
捉

の
仕
方

に
つ
い
て
、

考
察
し
て
み

た
い
と
思
う
。
種

々
の
試
み

が
見
ら
れ

る
と
思

う
が
、
は
じ
め

に
述

べ
た
問
題
意
向
か
ら
す
る
と
、
西
田
幾
多

郎
が
東
西
文
化
観
の
根
底
に

置
い
た
東
洋
お
よ
び
日
本
の
文
化
の
時
把
捉

の
仕
方

を
め
ぐ
る
哲
学
的
基
礎

理
論
は
、
ま
ず
看
過
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
西
田
哲
学
で

は
「
時
」
は
始
め

か
ら
哲
学
の
特
殊
問
題
な

ど
で

は
な
く
、「
実
在
」
と
深
く
結

び
つ

い

た
問
。

題
で

あ
り

、
「
形
而

上
学
的
立
場
か
ら
見

た

東
西
古
代

の
文
化
形
態
」（
一
九

三
四
年
）
と
い
う
論
文
は
、
こ
の
基
本
的
立
場
を
明
ら
か
に
し
て
、
そ

こ

か

ら
、
種

々
の
時
把
捉
の
仕
方
を
論
じ
た
も
の
と
言
え
る
。

西
田

哲
学

の
時
間

概
念
に
つ
い
て

の
詳
論

は
他
の
機
会
を
待
つ
こ
と
と
し

て

、
こ

こ
で

は
そ
の
う
ち
の
一
つ
の
問
題
点

だ
け
を
と
り
あ
げ
て
見
て
置
き

た
い
。

そ
れ
は
持
続
と
瞬
間
の
問
題
で

あ
り
、
日
本
文
化
の
時
把
捉
の
仕
方

に
深

く
か
か
わ
る
問
題
で
あ
る
と
と
も
に
、
近
代
的
な
時
間
問
題
の
と
り
あ

げ
か
た
で
も
あ
る
。
そ
れ
に
つ
い
て

の
西
田
哲
学
の
考
え
は
、
持
続
説
よ
り

む
し
ろ
瞬
間
説
に
近
い
と
言
い
う
る
で

あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
時
は
持
続
に

固
有
な
そ
の
粘
着
性
に
よ
っ
て
保
た
れ
て
い

る
の
で

は
な
く
、
そ
の
都
度
、

瞬
間

的
に
死

す

べ
く
生
れ
、
生
る

べ
く
死
す
る
の
で
あ
り
、
こ
の
意
味
で
は

全
く
非

連
続
的
で
あ
る

が
、
真
の
持
続
は
ま

さ
に
そ
う
い
う
ふ
う
に
し
て
形

成
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
瞬
間
と
瞬
間
を
つ
な
ぐ
何
も
の
も
な
い
こ
と
が
、
何



も

な
き

が
ゆ
え

に
そ
こ

に
持
続

を
そ
の
最
も
純
粋

な
か
た
ち
に
お
い
て
成
立

せ

し
め
る
。

か
く
し
て

、
多
く

の
場
合

、
時
否
定

や
非

連
続

観
に
止

る
傾
向

の
あ
る
瞬
間

説
は
、
西
田

哲
学
で

は
そ

の
瞬
間

の
生
起
す
る
と
こ
ろ
を
絶
対

無
の
場
所
と
す
る
こ
と
に
よ

っ
て

、
そ
こ
に
い
わ
ゆ
る
「
非

連
続
の
連
続
」

と
し
て
の
時
を
捉
え
る
も
の
と
な
っ
た
。
持
続
は
そ
の
生
成
根
源
か
ら
捉
え

ら
れ
る
。
こ
の
持
続

は
瞬
間
と
瞬
間

と
の
緊
張
関
係

と
し
て
の
「
間
」
と
言

う
こ
と
も
で
き
る
も
の
で
、
こ
の
よ
う
に
解
す
れ
ば
、
こ
れ

は
日
本
音
楽
の

リ

ズ
ム
の
性
格

を
明
ら

か
に
す
る
理
論
根
拠

に
も

な
り

う
る
で
あ
ろ

う
。
瞬

間
と
言

っ
て
も
、
そ

れ
は
デ
ィ
ジ
タ
ル
時
計

の
示
す
よ

う
な
非
連
続
的
な
点

で

は
な
く
、
絶
対

無
の
場
所
的
限
定

と
し
て
、
あ
り

の
ま

ま
に
そ
こ

に
生

起

し
て
い

る
具
体
的

な
時
で
あ
る
。
西
田

は
日
本
文
化

を
「
リ

ズ
ミ

カ
ル
」

と

言

う
。・
あ

る
い
は
ま

た
「
自

然
法
爾

的
」

と
も
言

う
。
そ
の
背
後
に
は
、

い

ま

述

べ
た
よ
う
な
日
本
文
化

に
お
け
る
時
把
捉
の
理
解

が
あ
る
と
考
え
ら
れ

る
の
で
あ
る
。
「
刹
那
的
」
と
か
「
直

線
的
」
と

か
い
う

性

格

づ
け
も
、
や

は
り
同
じ
理
解
の
基
盤
か
ら
考
え
ら
れ
て
い

る
の
で

あ
り
、
表
面
的

に
類
型

と
し
て
そ
う
規
定

し
た
も

の
と
受
け
と
る

べ
き
で

は
な
い
で

あ
ろ

う
。

次

に
、
こ

こ
で
是
非

と
り
あ
げ
て

置

き

た
い

の
は
、「

歴
史
的
形

成
作
用

と
し
て

の
芸
術
的

創
作
」
（
一
九
四
一
年
）
と
い
う

論

文
で
あ
る
。
こ
れ
は
芸

術

的

創

作

を

人

間

（

主

体

）

と

世

界

（

環

境

）

と

の

矛

盾

的

自

己

同

一

的

発

展

と

し

て

捉

え

た

後

期

の

力

作

で

あ

り

、

最

初

に

ハ

リ

ソ

ン

の

『

古

代

芸

術

と
祭
式
』
(
Ｊ

．

Ｈ

ａ
ｒ
ｒ
ｉ
ｓ
ｏ
ｎ

　
Ａ

ｎ

ｃ
ｉｅ
ｎ

ｔ
　
Ａ

ｒ
ｔ
　
ａ
ｎ

ｄ

　
Ｒ

ｉ
ｔ
ｕ
ａ

ｌ
．
　

１
９
１
３

．
）

つ

い

て

、

ド
ロ
ー
メ
ノ
ン
（
ｄ
ｒ
ｏ
ｍ
ｅ
ｎ
ｏ
ｎ
）
す
な
わ
ち
「
為
さ
れ
た
こ
と
」
（
a
 
t
h
i
n
g

dｏ
ｎ
ｅ
）

か

ら

の
宗

教

と
芸

術

と

の
生

成

分

化

の
説

に

、

深

く

同

感

が

よ
せ

ら

れ

て

い

る

。

し

か

し

、
そ

の
生

成

過

程

に

つ

い
て

の

ハ
リ

ソ

ン
の

説

明

は
単

に

心

理

学

的

で

あ

る

と

さ

れ
、

そ

の
原

始

行
動

を
歴

史

哲

学

的

に

明

ら

か

に

す

る
た

め

、

リ

ー

グ
ル

＝

ヴ

ォ
リ

ン

ガ

ー

の

芸

術

史
的

立

場
に

関

心

が

向

け

ら

れ

て

ゆ

く

。

特

に

ヴ

ォ
リ

ン

ガ

ー

の

抽

象

衝

動

説

は

、
後

年

の
西

田

哲

学

で

は
文

化

の
歴

史

的
形

成

の
原

理

と

言

い

う

る
ほ

ど
に

徹

底
化

さ

れ
て

い

る

の

で
あ

る

。

も

ち

ろ

ん
、

徹

底

化

と

い

っ
て

も

ヴ

ォ
リ

ン

ガ
ー

の
原

理

を
そ

の

ま

ま

外

的

に

拡

大

し

た

と

い
う

こ

と

で

は
な

く

、

そ

れ

を

歴

史

哲
学

的

に

根

源

化

し

た

と

い

う

意

味

で

な
け

れ

ば
な

ら

な

い
。

ヴ

ォ
ジ

ン

ガ
ー

の
抽

象

（
Ａ
ｂ
ｓ
ｔｒ
ａ
ｋ
ｔ
ｉｏ
ｎ
）

の

原

理

は
、

周

知

の

よ

う
に

、

リ

ッ

プ
ス

の

感

情
移

入

（
Ｅ
ｉｎ
ｆ
ｉｉｈ
ｌｕ
ｎ
ｇ
）

の

原

理

に
対

す

る

も

の
で

、

こ

の

原

理

の
導

入

に
・
よ

っ

て
、

ギ
リ

シ
ア

的

西

欧

古

典

美

に

基

づ

く

感

情

移
入

の
原

理

か
ら

は
正

当

に

理

解

さ
れ

な

か

っ

た
非

西

欧

古

典

的

芸

術

へ

の

理

解

の

道

を

開

く
試

み

が
為

さ

れ

た

の
で

あ

る

。

こ

の

立

場
か

ら

す

れ

ば

、

非

ギ
リ

シ
ア

的

な
原

始

芸

術

や

東

方

芸

術

も

正

当

に

理

解

さ

れ
う

る
。

こ

う

し

て

、

芸

術

理

解

は

ギ
リ

シ
ア

的

西

欧

古

典

芸

術

の
理

解

に
止

ら

ず
、

種

々

の
様

式

を
も

つ
芸

術

の

理
解

へ

と

広

め

ら

れ

た

の
で

あ

る
。

し

か

し
、

抽

象

衝

動

の
原

理

も

芸

術

理

解

の

一

つ

の
原

理

で

あ

っ
て

、

こ

の
原

理

の
拡

張

に

よ

っ

て
非

西

欧

の
芸

術

の

す

べ
て

が
理

解

さ
れ

る

わ
け

で

は
な

い

。
そ

こ

で
西

田

哲
学

で

は
こ

の

抽

象

衝

動

説

を
徹

底

し
て

、
感

情

移

入

説

と

い

わ

ゆ

る

抽

象

衝
動

説

と

の
両

者

の

根

柢

に

、

絶

対

無

の

場
所

的
限

定

作

用

と

し

て

の

抽

象

衝

動

、
す

な

わ
ち

歴

史

的

形

成

作

用

と

し
て

の

抽
象

衝
動

を
考

え

る

の
で

あ

る

。

こ

こ

で

は
抽

象

衝

動

の

原



理
は
芸
術
的
創
作
活
動
そ
の
も
の
の
原
理
で
あ
り
、
美
学
の
一
原
理
で
は
な

く
、
そ
の
根
本
原

理
と
な
る
の
で

あ
る
。
こ
れ

は
東
洋

や
日
本
の
文
化

を
真

に
そ
の
内

側
に
立

っ
て

、
し
か
も
普
遍
的

・
世
界

的
に
捉
え
る
立
場
へ
の
自

覚

を
促
す

も
の
と
し
て

、
今
日

も
な
お
意
味

を
も
つ
試

み
と
言
え
る
と
思
う

が
、
し

か
し
、
問

題
点
な
し
と
は
言
え

な
い
。

そ
こ
で

最
後
に
、
こ
れ
に
つ

い
て
愚
考

を
述

べ
て
み

た
い
。

一
つ

は
、
抽

象
衝
動

説
を
徹
底
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
歴
史
的

形
成
作
用

と
し
て

の
芸
術
的
創
作
の
原

理
は
、

そ
の
ま
ま
東
洋
や
日
本
の
芸

術

を
理
解
す

る
た
め
の
原

理
と
な
り

う
る
か
と
い
う
問

題
で
あ
る
。
こ
れ
は

極

め
て
根
本
的

な
こ

と
な
の
で

、
こ
こ
で
簡
単

に
論
ず
る
こ
と
は
で
き

な
い

が
、
実
際

の
と
こ

ろ
、
こ

れ
に
つ
い
て

は
ま
だ
「
東
洋
及

日
本

の

プ
シ
ケ
」

を
書
く

ロ
ー
デ
や
、「

東
洋
及
日
本
の
芸
術

史
」
を

書

く
ド
ヴ
ォ

ル
ザ
ー
ク

（
1
3）

の
出
現

が
待
望
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
、
様
式
理
解
と
し
て
は
未
だ
直
観
的
と

言

わ
ざ
る
え
な
い
。「

東
洋
芸
術
の
線
は
ギ
リ

シ
ア

的
に
有

機

的
で
も
な
い
、

然
ら
ば
と
云

っ
て

ゴ
シ
ッ

ク
的
で
も
な
い
、
況

し
て
エ

ジ
プ
ト
的
で
も
な
い
。

仏
即
是
心
的
で
あ
る
、
自
然
法
爾
的
で
あ
る
」
と
い
う
言
葉
か
ら
、
そ
れ
が

芸
術
様
式
と
し
て

ど
う
あ

る
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
の
、
い
ま
一
つ
積
極

的
な
理
解

が
得
難
い
の
で
あ
る
。

も
う
一
つ
の
点

は
、
も

と
美
術
の
原
理
で
あ
る
抽
象
衝
動
説

を
歴
史
的
形

成
作
用

の
原
理
と
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
時
間
形
式
の
芸
術
に

つ
い
て
も
果

し
て
充
分
な
解
明

が
可
能
で
あ
る

か
ど
う
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
例
え

ば
、

時
間
形

式
の
芸
術
で
あ
る
音
楽
を
、
直
線
的
時
間
持
続
の
線
上

に
成
立
す
る

音
楽
と
考
え
る
な
ら
ば
、
芸
術
的
直
観

の
世
界

を
「
過
去
未
来

を
否
定
し
た

静
的
世
界
」
と
言
い
、
抽
象
作
用
を
「
す

べ
て
の
動

的
な
も

の
を
静
的
に
見

る
こ
と
」
な
ど
と
い
う
西
田
哲
学
の
言
葉
は
、
全
く
音
楽
を
念
頭
に
置
い
て

い
な
い
発
言
の
よ
う
に
聞
え
る
で
あ
ろ
う
し
、
ま

た
実

際
そ

の
よ
う
な
立
場

か
ら
の
発
言
で
あ

っ
た
の
で
あ
る
。
時
の
問

題
を
重
視

し
た
西
田
哲
学

が
、

時
間
芸
術
の
代
表
と
も
言
う

べ
き
音
楽
に
つ
い
て
殆

ん
ど
何
も
語

っ
て
い
な

い
の
は
、
ど
う
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。
奇
妙
な
こ
と
と
言
え
ば
奇
妙
な
こ

と
で
あ
る
。

だ

が
、
音
楽
も
美
術
と
同
様
に
、
時
間

・
空
間

の
矛

盾
的
自
己
同
一
的
な

る
歴
史
的
世
界
の
形
成
物
で
あ
る
限
り

、
種

々
の
時
把

捉
に
よ

る
音
楽
様
式

が
あ
る
は
ず
で
あ
り

、
そ
の
な
か
に
は
か
え
っ
て
西
田

哲
学
で
言
う
「
歴
史

的
空
間
」
の
概
念
や
「
歴
史
的
平
面
の
立
場
」

か
ら

、
は
じ

め
て
真
に
理
解

さ
れ
る
音
楽
も
あ
る

は
ず
で
あ
る
。
例
え
ば
、
先

に
少

し
ふ
れ
た
日
本
音
楽

の
間
リ

ズ
ム
の
理
解

な
ど
は
、
こ
の
立
場
か
ら
理
解
さ
る

べ
き
も
の
で
あ
ろ

う
。
こ
こ
で
は
西
田
哲
学
の
「
東
洋
芸
術
の
意
欲
は
心
の
空
間
を
把
捉
す
る

に
あ
る
」
と
言
う
言
葉

は
、
空
間
芸
術
の
み
な
ら
ず
、
時
間
芸
術
に
も
ま
た

通
用
す
る
も
の
で
あ

る
。
音
楽
を
「
静
的
世

界
」

と
見
る
こ

と
さ
え
、
こ
こ

で
は
必
ず
し
も
奇
妙

な
こ
と
で
は
な
い
。

こ
の
よ
う
に
考
え
て
み
る
と
、
西
田

哲
学

が
多
く

の
場
合
、
空
間
形
式
の

芸
術
の
み
を
と
り
あ
げ
、
時
間
形
式
の
芸
術
の
典
型
と
も
言

う
べ
き
音
楽
に

つ
い
て
語
ら
な
か

っ
た
こ
と
は
、
音
楽
に
つ
い
て

の
理
解
素
地

の
不
足
を
示

す
も
の
で
は
な
く
、
そ
の
こ
と
自
体
が
西
田

哲
学
の
、
延
い
て

は
日
本
音
楽



の
時
把
捉
の
仕
方
の
独
自
性
を
示

す
も
の
と
見
る
こ
と
も
で
き
る
。
た
だ
、

こ
の
よ
う
な
西

田
哲
学
の
音

楽
へ
の
理
解
素
地

は
、
西
欧
近
代
の
音
楽
理
論

と
の
鋭
い
対
決
を
通
じ
て

、
日
本
音
楽
に
お
け
る
独
自
な
る
も
の
の
理
論
的

把
捉
を
、
自
覚
的
に
展
開
し
て
ゆ
く
こ
と

が
な
か
っ
た
。
リ
ー

グ
ル
＝

ヴ
ォ

リ

ン

ガ
ー
の
美
術
説
が
世

に
出
た
十
九
世
紀
末

か
ら
今
世
紀
初
頭

に
か
け
て
、

西

欧
の
音
楽
美
学
の
分
野
に
も
エ
ネ
ル
ギ
ー
説
の
よ
う
な
日
本
音
楽
の
新
し

い
理
解
に
と
っ
て
魅
力
的
な
説
も
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
注
目
さ

れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ

れ
を
西

田
哲
学
の
、
あ
る
い

は
そ
の
時
代
一
般

の
音
楽
的
関
心
の
稀
薄
さ
と
見
る
こ
と
も
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
和
辻
哲
郎
や

九

鬼
周
造
の
芸
術
論
に
も
、
こ
の
傾
向
は
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、

将
来

的
に
は
や
は
り

そ
こ

に
潜

ん
で

い
る
時
把
捉
の
独
自
性
を
見
出
し
、
そ

の
素
地

を
大

切
に
生

か
し
て

ゆ
く
こ

と
が
肝
要

と
思
わ
れ
る
。

美
術
と
音
楽
は
も
と
同
じ

芸
術

と
し
て

歴
史
的
形
成
作
用
の
基
盤
か
ら
抽

象

衝
動

的
に
作
ら
れ
た
も
の
と
見
る
西
田
哲
学
の
立
場

は
、
確

か
に
芸
術

の

普

遍
的
本
質
を
よ
く
捉
え

う
る
と
思
う

が
、
芸
術
形
式
と
し
て
の
時
間
・

空

間

に
は
や
は
り

そ
れ
特
有

の
限
界

も
あ
り

問
題
性
も
あ
っ
て
、
一
律
に
取

扱

う
こ
と
に
は
無
理
あ
る
で
あ
ろ
う
。
特
に
、
今
日
の
「
音
楽
的
時
間
」

（
Ｔ
ｅ
ｍ
ｐ
ｓ
　
mｕ
ｓ
ｉｃ
ａ
ｌ
）
の

主

張

な

ど

に

は
、

音

楽

か

ら
逆

に

時
間

の

本
質

を

考

え

さ
せ
る
と
こ
ろ

が
あ
る
。
日
本
の
音
楽

が
歴

史
的
空
間

を
捉
え

る
も

の
で

あ
る
と
し
て
も
、
音
楽
は
や
は
り

時
間
形
式

の
芸
術
で
あ

る
か
ら
、
そ

の
歴

史
的
空
間
と
い
う
も
の
も
時
把
捉
の
根
本
経
験

か
ら
解
明

さ
れ
て

ゆ
か
な
け

れ
ば
、
日

本
音
楽
の
独
自
性
を
明

ら
か
に
す
る
こ

と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ

う
。

そ

れ

は

時

間

意

識

の

精

緻

な

分

析

的

解

明

の

方

向

で

は

な

く

、

む

し

ろ

無

時

間

体

験

を

如

何

に

し

て

時

間

に

翻

訳

す

べ

き

か

と

い

う

努

力

の

方

向

に

明

ら

か

に

さ

る

べ

き

問

題

で

あ

る

。

伝

統

的

な

日

本

音

楽

に

お

け

る

独

自

な

時

把

捉

の

仕

方

は

、

今

後

こ

の

よ

う

な

方

向

に

自

覚

的

な

理

論

づ

け

を

展

開

す

る

こ

と

に

よ

っ

て

、

時

間

の

本

質

解

明

の

た

め

に

寄

与

す

る

こ

と

大

な

る

も

の

と

な

る

よ

う

に

思

わ

れ

る

。

（

１

）

　

Ｒ

ｕ

ｄ
ｏ

ｌ
ｆ

　
Ｗ

ｅ

ｎ

ｄ
ｏ
ｒ

ｆ
ｆ

，
　

Ｚ
ｅ

ｉ
ｔ
　

ｕ

ｎ

ｄ

　

Ｋ

ｕ

ｌ
ｔｕ

ｒ
.

　

Ｇ

ｅ

ｓ
ｃ

ｈ

ｉｃ

ｈ

ｔ
ｅ

　

ｄ
ｅ
ｓ

　

Ｚ

ｅ

ｉｔ
-

ｂ
ｅ
w
ｕ
s
s
ｔ
ｓ
ｅ
ｉ
ｎ
ｓ
　
ｉ
ｎ
　
Ｅ
ｕ
ｒ
ｏ
ｐ
ａ
．
　
Ｗ
ｉ
ｅ
ｓ
ｂ
ａ
ｄ
ｅ
ｎ
：
　
W
e
ｓ
ｔ
ｄ
ｅ
ｕ
ｔ
ｓ
ｃ
ｈ
ｅ
ｒ
　
Ｖ
ｅ
ｒ
ｌ
ａ
ｇ
.

１
９
８
0
・

（

２

）
　

問

題

が

多

面

的

で

核

心

が

ぼ

や

け

て

い

る

と

い

う

批

評

に

対

し

て

、

著

者

は

歴

史

的

展

開

と

問

題

性

と

の

交

錯

点

こ

そ

が

自

分

の

着

眼

点

で

あ

る

と

言

う

。

（

ｃ

ｆ
.
　

Ｚ

．
　
ｕ

．
　
Ｋ

．
　
Ｎ

ａ

ｃ
ｈ
w

ｏ

ｒ

ｔ
　
ｚ
ｕ

ｒ

　
ｚ
w

ｅ

ｉｔ
ｅ

ｎ

　
Ａ

ｕ

ｆ
ｌ

．
）

（
3
）
　
W

．

Ｊ
ａ

ｅ
ｇ

ｅ
ｒ

；
　
Ｐ

ａ

ｉｄ

ｅ

ｉａ

，
　

ｄ

ｉ
ｅ

　

Ｆ

ｏ
ｒ
m

ｕ

ｎ

ｇ

　

ｄ
ｅ

ｓ

　

ｇ
ｒ

ｉｅ

ｃ

ｈ

ｉ
ｓ
ｃ

ｈ
ｅ

ｎ

　

Ｍ

ｅ
ｎ
-

ｓ
ｃ
ｈ
ｅ
ｎ

．

Ｂ
ｄ

．

１

．

（
ｃ
ｆ
.
　
Ｚ

．
　
ｕ
．
　
Ｋ
．
　
Ｓ
．
　
６
１
～
６
２
．
）

（
４
）
　
ｃ
ｆ

．

Ｚ

．
　
ｕ
．
　
Ｋ
．
　
Ｓ
．
　
２
３
６
．
　
Ｇ
ｌ
ｅ
ｉ
ｃ
ｈ
ｍ
ａ
s
s
ｉ
ｇ
ｋ
ｅ
ｉ
ｔ
,
(
ａ
ｅ
ｑ
ｕ
ａ
ｂ
ｉ
ｌ
ｉ
ｔ
ａ
ｓ
）
，
　
Ｇ
ｌ
ｅ
ｉ
ｃ
ｈ
-

ｆ
ｏ
ｒ
ｍ
ｉ
ｇ
ｋ
ｅ
ｉ
ｔ
（
ｕ
ｎ
ｉ
ｆ
ｏ
ｒ
m
i
ｔ
ａ
ｓ
）
.

（

５

）
　

ｉ
ｂ

ｉ
ｄ

． 　

Ｓ

．
　
３

３
７

．

（

６

）
　

ｉ
ｂ

ｉ
ｄ

． 　

Ｓ

．
　
３

７
５

．

（

７

）
　

ｃ

ｆ

． 　

ｉｂ

ｉ
ｄ

． 　

Ｓ

．
　
６
４

８

．

（
８
）
　
ｃ
ｆ

．

ｉ
ｂ
ｉ
ｄ

．

Ｓ

．

６
５
３

．
f
f
．

（

９

）

『

西

田

幾

多

郎

全

集

』

第

七

巻

、

四

二

九

頁

。

（
1
0

）
　

こ

れ

は

西

田

哲

学

が

ベ

ル

ク

ソ

ン

の

時

間

論

に

対

し

て

は

批

判

的

で

あ

り

、

ア

ウ

グ

ス

チ

ヌ

ス

の

「

現

在

の

現

在

」

に

深

く

同

意

し

て

い

る

点

に

も

窺

い

う

る

。

（
1
1
）
　
前
掲
全
集
、
第
七
巻
、
四
四
八
―
四
五
〇
頁
、
第
十
二
巻
、
三
九
一
―
三
九

二

頁

参

照

。

（
1
2

）
　

同

右

全

集

。

第

十

巻

所

収

。



（
1
3

）
　

同

右

、

二

六

四

頁

参

照

。

（
1
4

）
　

同

右

。

二

六

三

頁

。

（
1
5
）
　
同
右
、
ニ
一
五
頁
。

（
1
6

）
　

同

右

、

二

二

六

頁

。

（
1
7

）

前

掲

『

時

と

文

化

』

で

詳

説

せ

ら

れ

て

い

る

よ

う

な

音

楽

と

時

間

と

の

密

接

な

関

係

を

考

え

て

み

れ

ば

よ

い

。

（
1
8

）

前

掲

全

集

、

第

十

巻

、

二

四

〇

頁

。

（
1
9
）
　
「
日
本
音
楽
の
静
的
な
本
質
」
に
つ
い
て
。
吉
川
英
史
『
日
本
音
楽
の
性
格
』

（
音
楽
之
友
社
、
一
九
八
〇
年
版
）
、
二
七
―
二
八
頁
参
照
。

（
2
0
）
G
i
s
e
l
e
　
Ｂ
ｒ
ｅ
ｌ
ｅ
ｔ
：
　
Ｌ
ｅ
　
Ｔ
ｅ
ｍ
ｐ
ｓ
　
m
ｕ
ｓ
ｉ
ｃ
ａ
ｌ
．
　
１
９
４
９
．
の
主
張
は
有
名
で
あ
る

が
、
　
Ｅ
ｓ
ｔ
ｈ
ｅ
ｔ
ｉ
ｑ
ｕ
ｅ
　
ｅ
ｔ
　
Ｃ
ｒ
ｅ
ａ
ｔ
ｉ
ｏ
ｎ
　
m
ｕ
ｓ
ｉ
ｃ
ａ
ｌ
ｅ
．
　
１
９
４
７
．
の
邦
訳
に
際
し
、
同
女

史

は

日

本

語

訳

の

た

め

の

序

を

書

き

、

日

本

音

楽

に

つ

い

て

の

理

解

を

も

示

し

て

い

る

（

海

老

沢

・

笹

淵

訳

『

音

楽

創

造

の

美

学

』

音

楽

之

友

社

、

一

九

七

二

年

）
。

（

と

お

や

ま

・

た

い

け

ん

、

宗

教

哲

学

、

日

本

大

学

教

授

）
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