
〈
研

究

論

文

１

）

西
田
と
ベ
ル
ク
ソ
ン
に
お
け
る
「
空
間
」
の
意
義
に
つ
い
て

―
―
行
為
的
自
己
と
逆
円
錐
の
図
式
―
―

そ

の

思

索

の

初

期

か

ら

中

期

に

か
け

て

、

西

田

は

ベ

ル

ク

ソ

ン
哲

学

に
深

く

共

鳴

し

つ

つ

も

、

自

ら

の

根

底

に
あ

る
哲

学

的

直

観

と

の

ず

れ

を

次

第

に

意

識

化

し

、

様

々
な

言

い
方

で

間

欠

的

に
そ

れ

を

表

明

し

て

い
く

が

、

後

期

に
な

る
と

、
「
ベ

ル

グ

ソ

ン

は
時

間

的

な

る
も

の

を

主

と

し

て

空

間

的

な

る

も
の
を
従
と
考
え
た
。
私
は
そ
れ
を
逆
に
考
え
る
の
で
あ
る
」
（
Ⅶ
２
０
３
）
、

と

大

変

明

解

に
表

現

さ

れ

る

に
至

る
。

こ

の

言
葉

は

「
行

為

的

直

観

」

の

立

場

か
ら

の

も

の

で

あ

る
が

、

こ

の

言
葉

の
含

意

を
了

解

す

る

た

め

の
前

梯

的

作

業

と

し

て

、

こ

こ

で

は

「
行

為

的

自

己
」

の

立
場

に

お

い
て

両

者

を
比

較

す
る
こ
と
に
し
た
い
。
『
自
覚
に
於
け
る
直
観
と
反
省
』
（
１
９
１
７
．
Ⅱ
）
以
降

あ

る
意

味

で

ベ

ル

ク

ソ

ン
と

決

定

的

に
袂

を

分

か
ち

、

絶

対

無

の
場

所

へ
と

突

き

進

ん

で

い

っ
た

西

田

は

、

そ

の

い

わ
ば

形

而

上

学

的

高

み

か
ら

下

り

て

き

た
と

こ

ろ

（
『
無

の

自

覚

的

限

定

』
（
１
９
３
２

．　Ｖ
Ｉ
）

お

よ

び

『
哲

学

の

根

本

問
題
』
（
１
９
３
３
．
Ⅶ
）
）
に
お
い
て
、
既
に
「
空
間
」
に
つ
い
て
の
ベ
ル
ク
ソ

根
　
田
　
隆
　
平

ン
の
考
え
方
を
批
判
し
、
そ
れ
と
の
対
照
で
自
説
を
述
べ
て
い
る
。
そ
の
批

判
の
内
実
を
検
討
す
る
こ
と
が
本
稿
の
目
的
で
あ
る
。

１

『
自
覚
』
三
九

節
以
降
で
西
田
が
達
し
た
「
絶
対
自
由
意
志
」
の
立
場

に

お
い
て
、
時
間

は
意
志
と
し
て
語
ら
れ
、
そ
こ
で

は
じ

め
て
西
田
は
ベ
ル
ク

ソ
ン
の
純
粋
持
続

を
は
っ
き
り
と
批
判

す
る
よ

う
に
な
る
。
ま
た
、
こ
こ
に

み

ら
れ

る
批
判

は
基
本
的

に
は
後
期
に
お
い
て
も
引
き
継
が
れ
て

い
る
よ
う

に
思

わ
れ

る
。
そ

こ
で
ま

ず
、
『
自
覚
』
三

九
節
以
降

に
お
け
る
西

田
の
ベ

ル
ク
ソ
ン
批
判
を

集
約
し
て

い
る
テ
ク
ス
ト
を
取
り
あ
げ
て
検
討
し
て
お
き

た
い
。

は
じ

め
に
次

の
箇
所
Ａ
を
み
て
み
る
。

Ａ
「
(
1
)
ベ
ル
グ
ソ
ン
は
純
粋
持
続
に
於
て
は
一
瞬
の
過
去
に
も
還
る
こ
と

は
で
き
な

い
と
言

う
が
、
創
造
的
進
化

の
状
態

に
於
て
は
却

っ
て
過
去
全
体

てＬ
Ｖ

つに義意の
亅

間空Γるけおにンソクルベと田西－
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が
現
在
と
し
て
働
く
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
(
2
)
我
々
は
創
造
的
進
化
の

純

な

る

状

態

に
達

す

る
こ

と

が

で

き

れ

ば

で

き

る

程

、

我

の

深

き

根

底

に

達

し
、
過
去
を
現
在
化
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
得
る
の
で
あ
る
。
(
3
)
ベ
ル

グ

ソ

ン

は

『
物

質

と

記

憶

』

に

於
て

記

憶

の

全

体

を

円

錐
形

に

比

し

、

そ

の

底

面

を

過

去

と

し

、

そ

の
頂

点

を
現

在

と

考

え

、

円

錐

は

そ

の

底

面

か
ら

絶

え

ず

頂

点

に
向

っ
て

進

み

行

く

と

考

え

て

居

る

が

、

我

々

が

で

き

る

だ

け

円

錐

の

広

き

底

面

に
返

っ
て

、

そ

こ

か
ら

そ

の

頂

点

に

向

か

っ
て

集

中

す

れ

ば

す
る
程
、
過
去
全
体
が
現
実
と
な
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
」
（
Ⅱ
2
６
６
）

こ
こ
で
は
ま
ず
、
西
田
が
(
3
)
で
円
錐
形
の
メ
タ
フ
ァ
ー
に
言
及
し
て
い
る

こ

と

が

注
目

さ

れ

る

。

西

田

は

こ

の

著

作

の

他

の

箇

所

、

お

よ

び

、

他

の

著

作

に

お

い
て

朧

々
こ

の

メ

タ

フ

ァ

ー

に

関

言

し

て

い

る

が

、

こ

れ

は

ベ

ル

ク

ソ

ン
が

『
物

質

と

記

憶

』
（
第
三
章
）

で

提

示

し

た

〈
逆

円

錐

の

図

式
〉
〔
以

下

、
〈
図

式

〉

と

略

す

〕

で

あ

る

。

ま

た

一

方

で

、

ベ

ル

ク

ソ

ン

解

釈

に

お

い

て

、

そ
の

〈
持

続

〉

観

念

を

こ
の

図

式

で

理

解
す

る

こ

と

は
正

当

で

あ

る

よ

う

に
思

わ
れ

る
。

西

田

が

説

明
し

て

い

る

通

り
図

１

に

お

い

て

、

Ｐ

は

現

在

〔
身
体
〕
を
、
Ｅ

は
世
界

の
空
間
面

を
、
円
錐
形

の
底
面

は
過
去
一
般
を
、

円
錐
形

の
全
体

は
記
憶

の
全
体

を
、

お
の
お
の
表
し
て

い
る
。
こ
の
図
に
示

さ
れ
て

い
る
よ

う
に
、
時
間

の
進
行

は
、
現
在
か
ら
過
去
（
Ｐ

か
ら

底
面

）

へ
と

い
う
方
向
と
、
円
錐
の
内
部

か
ら

Ｐ
を
突
き
抜
け
て

い
く
未

来
へ
の
方

向
と

い
う
、
互

い
に
方
向
が
逆

の
二
重

の
運

動
か
ら

成
り
立
っ
て

い
る
。
純

粋
持
続

と
は
こ

の
二
重

の
運
動

が
全
く

滞
る
こ
と
な
く
行
わ
れ
て

い
る
状
態

で
あ

る
、
と

（
粗
略

な
言

い
方
で

は
あ
る
が
）

と
り

あ
え
ず
解

釈
す

る
こ
と

が
で
き

る
。

と
こ
ろ
で
西
田
は
、
明
ら
か
に
こ
の
〈
図
式
〉
を
こ
こ
で
思
い
浮
か
べ
つ

つ
、
純
粋
持
続

に
つ

い
て
述

べ
て

い
る
。
従

っ
て
〈
図
式
〉

に
お
け
る
二
重

の
運
動
を
認

め
て

い
る
は
ず
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
西
田
が
「
純
粋
持
続
に

於
て

は
一
瞬
の
過
去

に
も
還

る
こ
と

は
で
き
な
い
」
と
言

う
の
は
ど
う
い
う

意
味

だ
ろ
う

か
。
次

の
引
用
Ｂ

は
先
の
引
用
の
少
し
後

に
出
て
く
る
文
章
で

あ

る
。

Ｂ
「
(
1
)
意
志
は
所
謂
時
間
的
関
係
を
超
越
し
て
過
去
を
現
在
と
な
す
こ
と

が
で
き
る
と
し
て
も
、
我

々
は
尚
意
志
活
動
其
者
の
順
序
と
い
う
も
の
を
考

え
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
、
意
志
の
活
動

は
一
々
事
実
で
あ

っ
て

、
そ

の
間
に
動
か
す
こ
と
の
で
き
な
い
順

序
が
あ
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き

る
で

あ
ろ
う
。
(
2
)
ベ
ル
グ
ソ
ン
の
一
々
性
質
的
に
異
な
っ
た
繰
り
返
す
こ
と
の
で

き

な

い
実

時

ｌａ
　ｄ
ｕ
ｒ
ｅ
ｅ
　ｒ
ｅ
ｅ
ｌｌｅ

と

い
う
の
は
之
を
意
味
す

る
の

で
あ
る
。
(
3
)
併
し
余
の
考
え
で

は
意
志
は
過
去
か
ら
直
線

的
に

歩
み
来
り
、
又
未

来
に
向

っ
て

直
線
的
に
歩
み
去
る
の
で

は
な

い
、
意
志
の
進
行
は
或
一
点
を

中
心
と
し
て

円
状
に
広
が
り
行

く
波
動
的
進
行
で

あ
る
、
意
志

は
何
時
で

も
同

一
の
中
心

か
ら

０４



働
く
、
意
志
の
中
心
即

ち
真

の
自
己

は
何
時
で
も
現
在
で
あ

る
の
で
あ

る
。

(
4
)
意
志
の
動
か
す
べ
か
ら
ざ
る
順
序
と
い
う
如
き
も
の
を
考
え
る
こ
と
も
で

き
る
で
あ
ろ
う
が
、
此

の
如
く
順
序
づ
け
ら
れ

た
意
志

は
既

に
化
石
せ
ら
れ

た
意
志
で
あ

っ
て
、
生
き

た
意
志
で

は
な
い
、
真

に
生
き

た
意
志

は
全
然
自

由
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
(
5
)
自
由
に
種
々
の
経
験
の
立
場
を
取
捨
し
、
一
つ

の
ア
プ
リ
オ
リ

か
ら

他
の
ア

プ
リ
オ
リ

に
自
由

に
移
り
行
く

の
が
真

の
意
志

の
活
動
で
あ
る
。
(
6
)
過
去
を
翻
し
て
現
在
と
な
す
の
が
意
志
の
作
用
で
あ
る
。

(
7
)
意
志
は
順
序
を
付
け
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
は
な
く
、
順
序
を
付
け
る
も
の

で
あ
る
。
」
（
Ⅱ
２
６
９
-
２
７
０
）

こ
の
引
用
の
(
1
)
で
、
西
田
は
〈
図
式
）
に
お
け
る
二
重
の
運
動
に
つ
い
て
、

一
旦
は
認
め
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
引
用
Ａ
(
3
)
で
の
「
円
錐
は
そ
の
底

面
か
ら
絶
え
ず
頂
点

に
向

っ
て
進
み
行
く
」
と

い
う
表
現

（
こ
の
表
現
は
そ

れ
自
身
曖
昧
で
あ
る

が
）

は
、
円
錐
内
部
で
の
二
重
の
運
動
を
認

め
た
上
で
、

円
錐
そ
の
も
の
が
直
線

的
に
突
き
進

ん
で

い
く
、
と
西
田

は
解
釈
し
て

い
る

と
読
む
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
Ｂ
(
3
)
「
過
去
か
ら
直
線

的

に
歩

み
来
り
、

又
未
来

に
向

っ
て
直
線

的
に
歩

み
去

る
」

と

い

う
時
間

〔
意
志
〕

は
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
時

間
ど
こ
ろ

か
、

い
わ
ゆ

る
通
俗

的
時
間
観

念

に
過
ぎ
な
く
な

っ
て
し
ま
う

（
何
れ

に
せ
よ
持
続
と

〈
図
式
〉
と
の
関
係

に
つ

い
て
の
西
田
の
理
解

に
は
曖
昧
さ
が

あ
る
）
。
し

か
し
ま
た

そ
う
解
釈

し
た
と
し
て
も
な
お
、
(
1
)
で
「
意
志
活
動
其
者
の
順
序
」
が
考
え
ら
れ
て
し

ま
う
も
の
と
し
て
西
田
が
ベ

ル
ク
ソ

ン
の
持
続
を
考
え
て
い
る
こ
と

に
は
変

わ
り
が
な
い
。
け
れ
ど
も
、
順
序
と
い
う
も
の
は
「
質
的
継
起
が
同
時
性
と

な
り
、
空
間
内

に
投
影
さ
れ
て
」
は
じ
め
て
考
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、

か

っ
又
、
持
続
内
部

の
継
起
と
持
続
そ
の
も

の
（
「
意
志
活
動
其
者
」
）
の
継
起

と
の
間

に
区
別
が

あ
る
は
ず
も
な
い
。
従

っ
て

ベ
ル
ク
ソ

ン
の
持
続
に
順
序

を
つ
け
る
こ
と
な

ど
は
で
き

な
い
。
〈
図

式
）

は
そ
れ
自
身

空
間
的
な

メ
タ

フ
ァ
ー
で
あ
り
、

何
か
直
線
的
・
一
方
向
的

に
進
行
す
る
イ

メ
ー
ジ
を
抱
き

易

い
が
、
そ
の

イ

メ
ー
ジ
に
は
意
味

が
な

い
。

ベ

ル
ク
ソ

ン
が
「
継
起
」

「
流
れ
」
「
進
行
」
「
前
進
」
等
と
言
う
時
、

い
か
な

る
意

味
で
も
空
間
的
な

イ

メ
ー
ジ

に
よ

っ
て
そ
れ
を
考
え
て

は
な
ら
な

い
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
引

用
Ｂ
の
(
3
)
(
6
)
(
7
)
で
西
田
が
述
べ
て
い
る
こ
と
こ
そ
が
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
持
続
に

お
い
て
妥
当
す
る
。
ま
さ
に
Ａ
(
3
)
「
我
々
が
で
き
る
だ
け
円
錐
の
広
き
底
面

に
返
っ
て

、
そ
こ

か
ら
そ
の
頂

点
に
向

っ
て
集
中
す
れ
ば
す
る
程
、
過
去
全

体
が
現
実
と
な
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
」
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
真
の
自

由
が
あ
り
創
造
が

あ
る
。
も
と
よ
り
、
西
田
の
「
絶
対
自
由
意
志
」

の
立
場

そ
れ
自
身
が
ベ
ル

ク
ソ
ン
の
「
持
続
」
の
考
え
と
同
じ
で
あ
る
と
い
う
の
で

は
な
い
（
例
え
ば
Ｂ
(
5
)
）
が
、
こ
こ
で
の
西
田
の
ベ
ル
ク
ソ
ン
批
判
に
は
混

乱
が
あ
る
よ
う

に
思
わ
れ
、
ま
た
そ
の
限
り
で
両
者
の
違
い
も
判

然
と
し
た

も
の
で
は
な

い
と
言
わ
ざ
る
を
え

な
い
。

2
さ
て

、
『
自
覚
』
以
降
、
西

田
が
再

び
時
間

に
つ

い
て
論

じ
、

そ
の
関
連

で

ベ
ル

ク
ソ
ン
に
言
及
す
る
の
は
、
後
期
西

田
の
入
口

と
も
言
う

べ
き

『
無

の
自
覚
的
限
定
』

に
お
い
て
で
あ
る
。
こ
こ
で
も
集
約
的
な
二
つ
の
テ
ク
ス

てＦ
Ｖ

つに義意の
亅

間空Γるけおにンソクルベと田西―１４



卜
を
取
り
あ
げ
て
、
１
の
確
認
を
前
提
に
検
討
し
て
み
よ
う
。
『
無
の
自
覚

的
限

定
』
所
収

の
論
文

「
生
の
哲
学
に
つ
い
て
」
に
お
い
て

西
田
は
次

の
よ

う
に
述
べ
て

い
る
。

Ｃ
「
(
1
)
ベ
ル
グ
ソ
ン
の
純
粋
持
続
と
い
う
如
き
も
の
は
私
の
人
格
的
行
為

の
内

的
連
続
と
い
う
如
き
立
場
を
何
処
ま
で
も
徹
底
的

に
押
し
進

め
た
も

の

と
言
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
(
2
)
行
為
的
自
己
の
立
場
に
於
て
自
己
の

底
に
何
処
ま
で

も
自
己
を
否
定
す
る
と
共

に
自
己
を
生
む
も
の
、
我

々
が
そ

れ
に
於
て
没
す
る
と
共

に
そ
こ

か
ら
生
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
も

の
を
見

る
時

、

無
限
な
る
生
命
の
内

的
連
続
と

い
う
如
き
も
の
が
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ

う
。

(
3
)
我
々
が
そ
れ
に
於
て
没
入
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
れ
る
と
い
う
意
味
に
於

て
、
「
生
命
の
内

的
連
続
」
と

い
う
如
き
も

の
を
考
え

る
こ
と
も
で

き

る
。

(
4
)
併
し
我
々
の
真
の
生
命
と
い
う
べ
き
も
の
は
、
単
に
か
か
る
意
味
に
於
て

考
え
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
(
5
)
絶
対
の
他
に
於
て
自
己
を
見
る
即
ち
絶
対

の
死
か
ら
蘇
る
と
い
う
所
に
、
真
の
生
命
と
考
え
ら
れ
る
も
の
が
考
え
ら

れ

る
の
で
あ
る
。
(
6
)
時
と
い
う
も
の
が
単
な
る
連
続
と
し
て
考
え
ら
れ
る
の
で

は
な
く
、
非
連
続
の
連
続
と
し
て
考
え
ら
れ
ね
ば
な
ら

ぬ
如
く

、
真

の
生
命

と

い
う
も
の
も
、
か
か

る
意
味

に
於
け

る
連
続
と
し
て
考
え
ら

れ
る
も
の
で

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
(
7
)
生
命
の
一
面
に
は
空
間
性
、
物
質
性
が
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
(
8
)
ベ
ル
グ
ソ
ン
の
自
己
と
い
う
の
は
、
単
な
る
直
観
的
自
己
で

あ
っ
て
行
為
的
自
己
で
は
な
い
。
(
9
)
ベ
ル
グ
ソ
ン
の
自
己
に
は
死
と
い
う
も

の
が
な

い
と
共

に
、
そ
れ

は
真

に
生
き
て
働
く
自
己
で

は
な

い
、
真

の
客
観

性
と

い
う
も
の
を
有

た
な
い
。
」
（
Ｖ
１４
４
２
-３
）

こ
こ
で
の
西
田
の
批
判

を
再

び
〈
図
式
〉
を
用

い
て
検
討
し
て

い
こ
う
。

こ
こ
で
西
田
は
自
身

の
「
行
為

的
自

己
」

を
「
ベ
ル

ク
ソ
ン
の
自
己
」
（
持

続

な
い
し
直
観
）

を
批
判

す
る
形
で
説
明
し
て

い
る
が
、

他
の
言
及
箇
所
か

ら
も
判
断
し
て
、
こ
こ
で

は
持
続
と

〈
図
式
〉

と
の
関
係
自
体

に
つ

い
て
は

西

田
が

（
正
し
く
）

捉
え
て

い
る
と
仮
定
し
、
そ
の
批
判

を
図
２

に
お

い
て

次
の
よ
う
に
解
釈
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
と
思
う
。
ま
ず
、
(
2
)
「
自
己
の
底

に
何
処
ま
で
も
自
己

を
否

定
す
る
と
共

に
自

己
を
生
む
」
「
我

々
が
そ
れ

に

於
て
没
す

る
と
共

に
そ
こ
か
ら
生
れ
る
」
と
西

田
が
述

べ
て

い
る
こ
と
は
運

動
①
に
よ
っ
て
表
示
さ
れ
る
。
運
動
①
は
(
3
)
内
的
生
命
の
創
造
で
あ
り
、
円

錐

の
底
面

に
返

っ
て

そ
こ
か
ら

押
し
返
さ
れ
る
と
い
う
生

命
的
衝
動
の
連
続

で
あ
る
。
ま
た
、
(
4
)
以
下
で
西
田
は
、
そ
れ
は
ま
だ
「
真
の
生
命
」
で
は
な

く
、
生
命
が
真
の
生
命
で
あ
る
た
め
に
は
加
え
て
(
5
)
「
絶
対
の
他
に
於
て
自

己

を
見
る
」
即
ち

「
絶
対

の
死

か
ら
蘇
る
」
こ
と
が
必
要
で
あ
り
、
そ
れ
は

(
6
)
「
非
連
続
の
連
続
」
と
し

て
考
え
ら

れ
な
く
て

は
な
ら

な
い
と
述
べ
て

い
る
が
、
こ

の
こ
と
は
②
の
運
動

、
即

ち

円
錐
形

の
頂

点
で

一
旦
完
全

に
消
失

し
た
後
で

蘇
る
と

い

う
「
非

連
続
」

な
運
動

に
よ

っ
て
表
示

さ
れ
る
。
つ
ま
り
、

真
の
生
命
に
は
運
動

②
が
運



動
①

に
加
え
て
必
要
で
あ
る
と

い
う
こ
と
を
こ
こ
で
西

田
は
述

べ
て

い
る
と

解
釈
し

う
る
。
そ
の
時

、
円
錐
形
の
頂

点
は
世
界

の
空
間
面

に
接
し
て

い
る

の
だ
か
ら
、
(
7
)
「
生
命
の
一
面
に
は
空
間
性
、
物
質
性
が
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
」
と
言

わ
れ

る
こ
と

に
な
り
、
こ
こ
で
の
西

田
の
批
判

は
、
ベ
ル
ク
ソ
ン

の
自
己

に
は
「
空
間
性
」
が
な

い
と

い
う
一

点
に
集
約

さ
れ
よ

う
。
と
こ
ろ

で

〈
図
式
）
自
体
が
示
し
て

い
る
よ
う

に
、

ベ
ル
ク
ソ
ン
の
自
己

（
生
命
）

は
そ
の
頂
点

を
世
界

の
空
間
面

に
接
し
て

い
る
自
己
で

あ
り
、
明
ら

か
に
空

間
と
無
縁
で

は
な
い
。

そ
れ
で

は
な
ぜ
西
田

は
そ
う
言

っ
て

ベ
ル
ク
ソ
ン
の

自
己
を
批
判
す

る
の
で
あ
ろ

う
か
。
次

の
文
章

は
、
引
用
Ｃ

の
約
一
年
後

に

書

か
れ

た
も
の
で
あ

る
。

Ｄ
「
(
1
)
ベ
ル
グ
ソ
ン
で
は
空
間
性
と
い
う
も
の
は
、
何
処
ま
で
も
唯
、
純

粋
持
続

の
弛
緩
と
し
て
考
え
ら
れ
る
の
で
あ

る
が
、
斯

く
考
え
ら
れ

る
か
ぎ

り
、
我

々
の
人
格
と

い
う
も

の
は
夢
幻

的
で
あ

っ
て

、
実
在
的
で

は
な
い
。

(
2
)
時
間
が
真
の
時
間
で
あ
る
為
に
は
、
空
間
と
い
う
も
の
は
何
処
ま
で
も
単

な
る
時
間
の
弛
緩
で
あ
っ
て
は
な
ら
ぬ
。
(
3
)
そ
れ
は
絶
対
否
定
の
意
味
を
有

っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
(
4
)
そ
れ
が
弛
緩
の
極
限
と
考
え
ら
れ
て
も
、

純
粋
持
続
は
夢
の
延
長
に
過
ぎ
な
い
。
(
5
)
絶
対
の
否
定
か
ら
蘇
る
所
に
、

我

々
の
真

の
人
格
的

自
己
が
あ

る
の
で

あ
る
、
失

わ
れ
た
る
時
が
見
出

さ
れ

た
る
所
に
、
真
の
純
粋
持
続
が
あ
る
の
で
あ
る
。
(
6
)
私
は
私
の
所
謂
現
在
が

現
在
自
身
を
限
定
す

る
と
い
う
意
味

に
於
て

、
真
の
純

粋
持
続
と
い
う
如
き

も
の
が
成
立
す
る
の
で
あ
る
と
思
う
。
(
7
)
我
々
の
人
格
が
緊
張
し
て
過
去
を

掻
ぎ
集

め
る
と
言

う
こ
と

は
、
一
面

に
自
己
自
身

を
限

定
す

る
現
在

を
広
げ

る
こ
と
を
意
味
し
て
居
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
(
8
)
唯
物
論
者
の
言
う
如
く
物

質

か
ら

意
識
が
出

る
と
考
え
ら
れ
な
い
と
共

に
、
一
瞬
の
過
去
に
も
還
る
こ

と

の
で
き

な
い
純

粋
持
続
の
何

処
か
ら
も
、
弛

緩
が
出
て
来
様

は
な

い
。
」

（
Ⅶ
8
2
）

こ
の
文
章
の
終
わ
り
の
(
8
)
「
一
瞬
の
過
去
に
も
還
る
こ
と
の
で
き
な
い
純

粋

持
続
」

と
い
う
批
判

に
つ
い
て

は
既
に
検
討
し
た
。
こ
こ
で
は
「
緊
張
」

お
よ
び
「
弛
緩
」

と
い
う
ベ
ル

ク
ソ
ン
の
概
念
が
新

た
に
登
場
し
、
そ
の
概

念
に
よ
っ
て
同
じ
批
判
が
引
き
継
が
れ
て
い
る
（
(
6
)
(
7
)
）
。
し
か
し
(
1
)
か
ら

㈲
ま
で

は
、
純
粋

持
続
か
ら
「
弛
緩
が
出
て

来
」

る
こ
と
を
認
め
た
上
で
の

批

判
と
読

め
る
。
純
粋
持
続

の
弛
緩

の
極
限
と

し
て
考
え
ら

れ
る

空
間

は

「
絶
対
否
定
」

の
意
味
を
も
ち
え
な

い
、
と

い
う
の

が
そ
の
部

分
の
批
判
の

要

点
で

あ
る
が
、
そ
れ
を
図
２
で
示

せ
ば
、
円
錐
形

の
頂
点
Ｓ
が
空
間
面

に

接

す
る
そ
の
極
限
で

ぼ
や
け
て
い
る
（
「
夢
の
延
長
に
過
ぎ
な
い
」
）
こ
と

に

な
り
、
そ
の
時
た
し
か
に
、
先
の
引
用
Ｃ
(
5
)
(
6
)
の
「
絶
対
の
死
か
ら
蘇
る
」

「
非

連
続
の
連
続
」

と
い
っ
た
運
動
②

の
意
味
が
失

わ
れ
る
こ
と

に
な
ろ

う

（
運

動
③
）
。
し
か
し
こ
の
解
釈
が
正

し
い
と
す
れ
ば
、
西
田
の
批
判

の
論
拠

に
は
問
題
が
あ
る
こ
と
に
な
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
西
田

は
、
ベ
ル
ク
ソ
ン

の
自
己
が
関
わ
る
〈
空
間
的
な
る
も
の
〉
と
、
弛
緩

の
極
限

に
お
い
て
考
え

ら

れ
る
空
間
と
を
無
造
作

に
同
じ
も
の
と
し
て

い
る
が
、
実
は
こ
の
こ
と

は

注
意
を
要

す
る
の
で

あ
る
。
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
自
己

は
、
〈
空
間
的
な
る
も
の
〉

と
関
わ
り
な
が
ら

、
し

か
も
あ
く
ま
で

空
間

か
ら
根
本
的

に
区
別

さ
れ
る
。

持

続
は
空
間
性

を
そ
の
成
立
の
条
件
と
し
な
が
ら
も
、
そ
れ
と
空
間
と
の
間

てＦｖつに義意の
亅

間空ｒる９

り

４



に
は
「
本
性

の
差
異
」

が
あ
る
の
で

あ
る
。
そ

し
て

こ
の
点
に
注
意
を
払
え

ば
、
点
Ｓ

は
ぼ
や
け

な
い
。
運
動
②

の
意
味

は
回
復

さ
れ
、
空
間
は
（
そ
う

言

い
た
け
れ
ば
）
「
絶
対
否

定
の
意

味
」
を
も
つ
。

更

に
、
ベ

ル
ク
ソ
ン
の
自
己

に
お
け

る
現
在
と
過
去

と
の
関

係
に
つ
い
て

も
二
言
し
よ
う
。
実
際
、
図
２
に
お
い
て
A
'
B
'
,
A
"
B
"
と
い
っ
た
円

錐
形
の
無
数
の
切
り
口
で
表

さ
れ
る
過
去

は
、
潜
在
的
実
在
性

を
も
っ
た
も

の
と
し
て
現
在
と
「
共
存
在
」
し
て

い
る
の
で
あ
り
、
し

か
も
現
在

か
ら
過

去
へ
は
「
飛
躍
」

に
よ

っ
て
し

か
到
達

さ
れ
な

い
（
現
在
と
過
去

の
間

に
は

「
本
性
の
差
異
」
が
あ
る
）
。
ベ

ル
ク
ソ

ン
の
自
己

に
お

い
て
、
現
在

か
ら
過

去
へ
の
移
行
は
な
く
、
つ
ま

り
現
在
と
過

去
と
の
関

係
は
、
（
存
在

論
的

に

は
）
「
現

在
〔
過
去
〕
は
過

去
〔
現
在
〕

に
お

い
て
あ

る
」

と
で
も

言
う
他

な
い
よ

う
な
も
の
な
の
で
あ
る
。

従

っ
て

、
ベ
ル
ク
ソ

ン
の
自
己
と
は
、
空
間

（
現

在
）
と
時
間

（
過
去
）

と

の
「
矛
盾

的
自
己

同
一
」

と
し
て

成
立
し
て

い
る
と
言
い
う
る
。
運
動
①

と
運
動

②
は
そ
も
そ
も
独
立

に
は
成
立
し
え

ず
、
「
飛
躍
」

を
含
ん

だ
二
重

の
運
動

が
持

続
の
不
可

分
の
緊
張
状
態
（
諸

継
起
の
相
互
浸
透
）
に
伏
在
し

て

い
る
。
そ
れ
故

、
ベ
ル

ク
ソ
ン
が
、
「
我
々

は
、
自
己

の
人

格
の

激
し
い

自
己
収

斂
に
よ

っ
て

、
去
り
ゆ
く
過

去
を
取
り

集
め
、
こ
れ
を
緻
密
で
不
可

分
の
ま
ま
現
在
の
中
に
押
し
入
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
か
く
し
て
過
去
は
、

現
在
の
中

に
忍

び
込
む

事
に
よ
っ
て

、
現
在
を

創
造
す

る
で

あ
ろ
う
」

と
述

べ
る
時
、
そ
れ
は
Ｄ
(
7
)
「
一
面
に
自
己
自
身
を
限
定
す
る
現
在
を
広
げ
る
こ

と
を
意

味
」
し
て

い
る
と

解
釈
す

る
こ
と
が
で

き
、
ま

た
、

そ
の
現

在

は

「
絶
対

的
に
新
た
な
」

も
の
と
し
て
「
非
連
続

の
連
続
」

で
あ
る
、

と
言

う

こ

と
が
で

き
る
。

３

以
上

、
あ
ま
り

に
西

田
内
在
的
（
な
い
し
図
式
的
）
な
理
解
を
避
け
る
と

い
う
意
図

も
あ

っ
て

、
西

田
が
直
接
ベ
ル
ク
ソ
ン
に
言
及
し
て
い
る
箇
所

を

取
り
あ

げ
て

ベ
ル
ク
ソ
ン
解
釈
の
側
か
ら
検
討
し
て
き
た
が
、
そ
の
限
り
で

は
西
田
の
批
判

に
も

拘
わ
ら
ず
両
者
の
違
い
は
明
ら
か
で

は
な
く
、
と
り

わ

け
、
西
田

に
よ

る
空
間

の
絶
対
否
定
性

の
強
調
の
意
義
は
失
わ
れ
て

し
ま
う

よ
う

に
思

わ
れ

た
。
し

か
し
な
が
ら
、
「
絶
対

の
死

（
否

定
）
か
ら
蘇
る
」

「
絶
対
の
他

に
於
て
自
己
を
見
る
」
「
現
在
が
現
在
自
身
を
限
定
す

る
」
と

い

っ
た
西

田
独
特
の
表
現
は
、
個
物
と
一
般
者
の
場
所
的
弁
証
法
と
し
て
の
西

田
哲
学
そ
れ
自
身

に
即
し
て
は
じ
め
て
理
解
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
言

う
ま
で

も
な

い
。

そ
こ
で
、
西
田
が

ベ
ル
ク
ソ

ン
を

批
判

し
つ

つ
「
空
間

性
」
と
い
う
概
念

に
託
し
て
語
ろ

う
と
し

た
で
あ
ろ
う
こ
と
を
（
簡
単
に
で

は
あ
る
が
）
今
度
は
西
田
の
側
か
ら
見
直
し
て
お
き
た
い
。

こ
の
時
期
の
西

田
の

（「
行
為
的
自
己
」

に
お
け

る
）
時

空
論

の
背
後

に

は
、
相
互

に
総
て
「
即
」
で
結
ば
れ
る
弁
証
法
の
諸
契
機
（
個
物

の
自
己
限

定
〈
契
機
一
）
、
個
物
と
環

境
と
の
相
互
限
定

〈
契
機
二
）
、
個
物
と
個
物
と

の

相

互

限

定

〈

契

機

三

）
、

一

般

者

の

〔
場

所

的

〕

自

己

限

定

〈
契

機

四

〉
）

が

控

え

て

お

り

、

そ

れ

が

そ

の

時

空

論

に

反

映

し

て

い

る

と

考

え

ら

れ

る

。

西
田
の
Ｄ
(
6
)
「
現
在
が
現
在
自
身
を
限
定
す
る
」
と
い
う
時
空
論
は
、
ま
ず



最

初
の
二
契
機

に
よ

っ
て
規
定

さ
れ

る
。

こ
こ
ま
で

の
検
討
を
こ

の
二
契

機

に
即
し
て

言
い
直
せ
ば
、
〈
契
機
一
）

は
運
動

①
に
、
〈
契

機
二
〉

は
運
動

②

に
対
応
し

、
西
田
の
批
判

に
も
拘

わ
ら
ず

ベ
ル
ク
ソ
ン
の
自
己

は
両
契
機

を

（
不
可
離
の
も

の
と
し
て
）
備

え
て

い
る
、
と
論
じ

て
き
た
こ
と

に
な

る
。

西
田
の
時
空
論

に
即
し

た
図
を
描

け
ば

（
図
３
ａ

）
、
現
在

は
（
既

に
）
円

環
で
あ
る
。
運
動
①
と
運
動
②

に
お
の
お

の
対
応
す
る
運
動
④
と
運
動
⑤

は

完
全
に
連
動
し
て
お
り
、
円
錐
形
の
「
頂
点
が
深
く
な
れ
ば
な
る
程
、
そ

の

基
底
が
広
く
」
（
Ⅵ
3
8
1
)
な
り
、
世
界
の
空
間
面
に
お
い
て
遂
に
は
無
限
大

の
「
周
辺
な
き
円

」
と
な
る
。

但
し
、
西

田
に
よ
れ
ば

、
こ
の
「
周
辺
な
き
円
」
は
「
無
の
一
般
者
」

の

自

己

限

定

（
〈
契

機

四

）
）

と

い

う

意

義

を

も

同

時

に

有

し

て

い

な

く

て

は

な

ら

な

い

。

こ

の

契

機

が

あ

っ

て

は

じ

め

て

個

物

と

環

境

の

弁

証

法

は

「
過
程
（
ｅ
ｘ
．
　
Ⅵ
３
４
６
）
」
性
を
脱
す

る

こ

と

が

で

き

、

個

物

の

自

由

と

独

立
が
保
障
さ
れ
る
（
Ⅵ
３
５
２
）
、
と
西

田

は

言

う

。

な

る

ほ

ど

（
我

々

の

側

か
ら
す
れ
ば
）
、
１
で
み
た
よ
う
に

ペ

ル

ク

ソ

ン

の

持

続

は

少

な

く

と

も

西

田

が

批

判

す

る

よ

う

な

意

味

で

は

「
対
象
（
ｅ
ｘ
．
　
Ⅱ
２
７
６
）
」
性
を
有
し

て
は
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
た
し
、
ま

た
２
で
み
た
よ
う
に
ベ
ル
ク
ソ
ン
の

自
己
は
空
間
性
・
物
質
性

を
備
え
、
環
境

（
空
間
）
と
「
弁
証
法
的
」
関
係

に
あ
り
な
が
ら
も
環

境
か
ら

独
立

〔
超
越
〕
し
た
も
の
で
あ

っ
た
。
し

か
し
、

〈
契
機
一
〉
（
運
動

④
）
と

〈
契
機

二
）
（
運
動

⑤
）
と
が
完
全

に
連

帯
し
て

い
る
と
い
う
だ
け
で

は
な
く
、
〈
契
機
四
）
の
意

義
か
ら
す
れ
ば
む

し
ろ
そ

の
よ
う
な
考
え
を
逆

に
し
て

、
「
時

を
越
え
た
も

の
に
よ

っ
て
時
が

限
定
せ

ら
れ
る
」
（
Ⅵ
３
８
２
）
と
考
え
な
く
て
は
な
ら
な
い
（
運
動
⑥
）
、
と
西
田
は

言

う
。
「
一
方

に
個
物
的
限
定
の
意
義

が
深
く
考
え
ら
れ

れ
ば
考
え
ら
れ

る

程
、
之

に
対
し
て

絶
対
の

一
般

的
限
定
と

い
う
も
の
が
考
え

ら
れ

ね
ば

な

ら
」
（
Ⅶ
１
５
１
）
ず
、
ｃ
(
9
)
「
真
の
客
観
性
」
は
そ
う
し
て
は
じ
め
て
保
証
さ

れ
る
。
こ
れ
が
西

田
の
主
張

な
の
で
あ

る
。
し

か
も

そ
の
時
更

に
、
「
単

に

頂
点
が
深
く
な
る
と
共
に
基
底
が
広
が
る
と

い
う
の
で
は
な
く
、
基
底

か
ら

基
底

に
移
る
と
い
う
意
味
が
な
け
れ
ば
な
ら
」
（
同
）
ず
、
「
周

辺
な
き
円
」

は

「
至

る
所

中
心

と
な

る
円
」
（
同
）

と

な
り
、

個
物

（
中
心
）

と

個
物

（
中
心
）
の
「
並
列
的
関
係
」
（
Ⅶ
１
３
７
）
が
成
立
す
る
。
こ
こ
に
個
物
同
士

の
相
互
限
定

（
〈
契
機
三
）
）

が
可
能
と

な
る
。
西
田
の
批
判

に
実
質
を
認
め

る
べ
き
で
あ
る
と
す

る
な
ら

ば
、
そ
れ

は
こ
の

〈
契
機
三

・
四
〉

に
こ
そ
求

め
ら
れ
な
く
て
は
な
ら

な
い
だ
ろ
う
。

特
に
、
論
文

「
永
遠
の
今

の
自
己
限
定
」
（
１
９
３
１
）
で

「
私

に
対
し

て
如

何
と
も
す
る
こ
と

の
で
き
な

い
も
の
は
汝
で
あ
る
、
真

に
私

に
対
立
し
、
真

に
客
観

的
と

い
う

も
の

は
自

然
で

は

な
く

て

汝
で

な
け

れ

ば

な
ら

ぬ
」

（
Ⅵ
１
９
８
）
と
述
べ
て
い
る
西
田
に
お
い
て
、
そ
も
そ
も
〈
契
機
二
〉
は
私
が

てＦ
Ｖ

つに義意の
亅

間空厂るけおにンソクルベと田西
｛
ｂ

４



汝

に
対
す

る
と
い
う
意
味
合
い
（
〈
契
機
三
〉
）
を

は
じ

め
か
ら
強
く
も

っ
て

い
た
こ
と
が
留
目
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
Ｃ
(
5
)
「
絶
対
の
他
に
於
て
自
己
を
見

る
」
と
い
う
西
田
の
表
現
に
は
、
真
の
個
物
と
し
て

の
人

格
的
自
己
が
、
そ

れ

と
向
き
合
う

（
や

は
り
真
の
個
物
と
し
て
の
）

他
の
人

格
的
自
己

に
対
し

て

限
定
さ
れ

る
、
と

い
う
含
意

（
〈
契
機
三
）
）
が
ま

ず
第

一
に
読
み

と
ら
れ

る
べ
き
で
あ

る
よ

う
に
思

わ
れ
る
。
「
真

の
客
観
」

と
は
私

に
対

す
る
汝
で

あ
る
。
西
田

に
お

い
て
真
の
生
命
は
人
格
的
生
命
で

あ
り
、
真
の
時
間
も

そ

こ
に
お
い
て
成
立
す
る
。
ま
た
、
Ｃ
(
6
)
「
非
連
続
の
連
続
」
と
い
う
時
間

〔
生
命
〕

の
特
性

に
つ
い
て
も
、
「
私
と
汝

は
絶
対

に
他
な
る
も
の
」

で
あ
り

な
が
ら
「
絶
対
に
他
な
る
が
故
に
内
的
に
結
合
」
す
る
（
Ⅵ
３
８
１
）
と
西
田

が
述
ぺ
て

い
る
こ
と

か
ら

わ
か
る
よ
う

に
、
そ
れ

は
時
間

の
特
性
で

あ
る
と

共

に

（
あ

る

い

は

そ

の

前

に
）

私

と

汝

の

関

係

の

特

性

で

あ

る

と

考

え

ら

れ

る

。

こ

れ
ら

の

点

に

注
目

す

れ

ば

、

西

田

の
批

判

の

意

味

も
明

ら

か
と

な

ろ

う

。

即

ち

、
西

田

は

〈
契

機
三

（
四

）
）

の

欠

如

を

、
〈
契

機

二

）

の

欠
如

と

し

て

ベ

ル

ク

ソ

ン
の

自
己

を
批

判

し

て

い

た

の

だ

と

考

え

ら

れ

る

。
更

に

、

こ

の
私

と
汝
の
関
係
に
つ

い
て
西

田
は
、
「
自
愛

と

い
う

も
の
な
く
し
て

他

愛
と

い
う
も
の
は
な
い
、
併
し
真
の
他
愛
と
い
う
も
の
な
く
し
て
真
の
自
愛

と

い
う
も
の
も
な

い
。
普
通
に
は
愛
と
い
う
こ
と
を
単

に
自
他
合
一
と
考
え

て
居

る
が
、
そ
の
根
底
に
は
敬
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
単
な
る
自
他
合
一

は
愛
で
は
な
く
て
一
種
の
衝
動
に
す
ぎ
な
い
」
（
Ⅵ
２
７
８
）
と
も
述
べ
て
い
る

が

、
こ
れ
は
人
倫
的
世
界
の
基
礎
づ
け
で
あ
り
、
他
人
を
自
分
と

は
独
立
し

た
人
格
と
し
て
承
認
し
尊
重
し
な
く
て
は
な
ら
な

い
、
そ
し
て
そ
の
上
で
そ

れ

が
故

に

愛

に

よ

っ
て

結
合

し

な
く

て

は
な

ら

な

い

、

と

い

う
要

請

で

あ

り

当

為

に

他

な

ら

な

い

。

そ
れ

故

こ
う

考

え

て

き

た
時

、
西

田

に
と

っ
て

「
空

間

」

と

は

、

そ

の

よ

う

な
自

覚

な

い
し

人

格

的

な

交

わ

り

を
保

障

す

る

超

越

者

的

な

意

味

合

い

を

帯

び
て

い

た
の

だ
と

言

う

こ

と

が

で

き

よ

う
。

西

田

が

ベ

ル

ク

ソ

ン

に
対

し

て

空

間

の

絶

対

否

定

性

を

強

調

す

る
こ

と

の

意

味

は

（
そ

れ

が

全

て

で

は

な

い

に

せ

よ

）

ま

ず

こ

こ

に

認

め
ら

れ

る

よ

う

に

思

わ

れ

る

。

従
っ
て
、
我
々
の
１
と
２
の
検
討
に
意
義
を
認
め
た
と
し
て
も
な
お
、
西

田

は

ベ

ル

ク
ソ

ン
の

自

己

と

は

所
詮

「

連
続

を
基

と

し

て

考

え
ら

れ

た
非

連

続
の
連
続
」
（
Ⅵ
３
５
１
）
に
す
ぎ
ぬ
と
や
は
り
言
う
の
で
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

西

田

哲

学

も

ベ

ル

ク

ソ

ン
哲

学

も
実

在

探
究

の
学

で

あ

る

と

言

わ
れ

る
が

、

西

田

に

と

っ
て

具

体

的

現
実

的
世

界

は

ま
ず

何

よ
り

も

人

格

的
世

界

で

あ

り

、

そ

の

倫

理

的

要

請

を

も

含

め

て

、
そ

こ

か
ら

世

界

を

統

一

的

に

説
明

し

て

い

こ

う

と

し

た

。

そ

れ

に
対

し

て

、

ベ

ル

ク

ソ

ン
は
倫

理

的

要

請

を
含

み

込

む

こ

と

は

も

と

よ

り

、

そ

も

そ

も

世
界

の

統

一

的

説
明

と

い
う

課

題

を

も

た
ず

（
と

い
う

よ

り

そ

れ

を

積

極

的

に

避

け

）
、

あ

く

ま
で

事

実

的

経

験

に
示

唆

さ

れ

裏

打

ち

さ

れ

る

限

り

で

の

実

在

の

あ

る

が

ま

ま

の

探
究

に
留

ま

っ
た

か
ら

で

あ

る
。

そ

れ

故

、

両

者

に
と

っ
て

の

「

空

間

」

の
意

義

の
違

い
は

、

結
局

の

と

こ

ろ

、

哲

学

と

い
う

営

み

に
対

す

る

両

者

の

態

度

の
違

い
を

映

し

て

い

る

の

だ
と

暫

定

的

に
言

っ
て

お

く

こ

と

も

で

き

る

だ

ろ

う
。

し

か
し
、
以
上

は
あ
く
ま
で
も
後
期
入
口
の
西
田
に
つ
い
て
の
予
備
的
一



考

察

に
す

ぎ

な

い

。

ベ

ル

ク

ソ

ン

に

お

い
て

は
、

夢

幻

的

自

己

か
ら

の
脱

却

と

い
う

こ

と

よ

り

は

、

む

し

ろ

身

体

的

衝

動

に
よ

っ
て

突

き

動

か

さ
れ

て

い

る
よ

う

な

状

態

、

あ

る

い

は
生

活

の

必
要

に
縛

り

つ

け

ら

れ

て

い

る

よ

う

な

状

態

か
ら

の

脱

却

の

方

が

重

要

な

問

題

で

あ

っ

た
。

ベ

ル

ク

ソ

ン

は

、
身

体

的

生

命

に
よ

る
精

神

的

生

命

の
限

定

の
意

味

を

探

究

し

、

そ

の
限

定

か
ら

の

解

放

の

方

途

を

追

究

す

る
こ

と
を

自

ら

の

哲
学

の
課

題

と

し

て

明

確

に
打

ち

出

す

の

で

あ

る
。

そ

の
意

味

で

ベ

ル

ク

ソ

ン
の

「
空

間

」

の

捉
え

方

に

は

そ

れ

自

身

や

は

り

ネ

ガ
テ

ィ

ヴ

な

ニ

ニ
ア

ン

ス

が
あ

る
こ

と

も

否

定

し

が

た

い

そ

れ

故

、

時

間

と

空

間

の

主

副

を

ベ

ル

ク

ソ

ン
と

は
逆

に
考

え

る

、

と

い

う

西

田

の

言

葉

に
は

「
行

為

的

直

観

」

と

い

う
立

場

に

お

い
て

よ
り

深

い
含

蓄

が

あ

る
と

考

え

る

べ

き

で

あ

ろ

う

。

例
え

ば

「

ベ

ル

ク

ソ

ン
の

直

観

を
音

楽

的

と

形

容

す

る
な

ら

ば

、

私

の

行
為

的

直

観
と

い
う

の

は
造

形

的

と

も

言

い

得
る
」
（
八
３
７
９
）
と
い
う
対
照
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
何
か
。
そ
れ
は
ま
た

別

に

あ
ら

た

に
考

察

し

直

さ

な

く

て

は

な

る

ま

い
。

＊

西

田

か

ら

の

引

用

は

ロ

ー

マ

数

字

で

全

集

の

巻

数

を

算

用

数

字

で

頁

数

を

本

文

中

に

示

す

（

強

調

は

全

て

引

用

者

）
。

（

―

）
　

後

期

の

西

田

は

随

所

で

ベ

ル

ク

ソ

ン

と

自

分

の

思

想

と

を

こ

の

類

の

表

現

で

対
照
さ
せ
て
い
る
（
他
に
例
え
ば
X
I
３
５
４
）
　
°

（

２

）

ｃ

ｆ
.
　

Ｐ

．
　

Ｔ

ｒ
ｏ

ｔ

ｉｇ

ｎ

ｏ

ｎ

，
　

Ｌ

’ｉ
ｄ

ｅ
ｅ

　

ｄ
ｅ

　
ｖ

ｉ
ｅ

　

ｃ
ｈ

ｅ
ｚ

　

Ｂ

ｅ
ｒ
ｇ

ｓ
ｏ

ｎ

，
　

Ｐ

Ｕ

Ｆ

．
，
　

ｐ

．
５

３
４

〈

心

身

関

係

〉

と

〈

持

続

」

と

の

関

係

に

つ

い

て

は

、

他

な

ら

ぬ

ベ

ル

ク

ソ

ン

自

身

が

、

『

物

質

と

記

憶

』

を

著

し

た

後

に

は

じ

め

て

そ

れ

を

了

解

し

た

と

述

べ
て
い
る
（
Ｌ
a
 
P
ａ
ｎ
ｓ
ｅ
ｅ
　
ｅ
ｔ
　
ｌ
ｅ
　
Ｍ
ｏ
ｕ
ｖ
ａ
ｎ
ｔ
，
p
.
8
0
〔
白
水
社
ベ
ル
ク
ソ
ン
全

集

７

・

八

八

頁

〕

）
。

（

３

）
　
M
a

ｔ
ｉｅ
ｒ
ｅ

　
ｅ

ｔ
　
Ｍ

ｅ
ｍ

ｏ

ｉｒ

ｅ
，
　
ｐ
.

 １
６

９

但

し

こ

の

図

は

ベ

ル

ク

ソ

ン

研

究

者

ｐ
.

Ｔ

 ｒ
ｏ

ｔ
ｉｇ

ｎ

ｏ

ｎ

の

描

い

た

も

の

で

あ

る

｛

ｏ
ｐ
.
　
ｃ

ｉ
ｔ
.

，
　
ｐ
.

５
３

３

）
°

（

４

）
　

こ

の

点

に

関

し

て

、

本

学

会

東

京

地

区

平

成

四

年

度

第

五

回

研

究

例

会

発

表

要

旨

を

併

せ

て

御

参

照

頂

け

れ

ば

幸

い

で

あ

る

。

（

５

）
　

Ｅ

ｓ
ｓ
ａ

ｔ
　
ｓ
ｕ

ｒ

　
ｌ

ｅ
ｓ

　
ｄ
ｏ

ｎ

ｎ

ｅ
ｅ
ｓ

　
ｉ
ｍ

ｍ

ｅ

ｄ
ｉ
ａ

ｔｅ

ｓ

　
ｄ
ｅ

　
ｌａ

　
ｃ
ｏ

ｎ

ｓ
ｃ
ｉ
ｅ
ｎ

ｃ
ｅ

，
　
ｐ
.

 ７

６

〔

全

集

１

・

九

八

頁

〕

。

（
６
）
　
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
図
(
M
M

，
ｐ
.
 
１
８
１
)
を
も
と
に
し
て
い
る
。

（

７

）
　

こ

の

解

釈

は

恣

意

的

に

思

わ

れ

る

か

も

し

れ

な

い

が

、

次

の

Ｄ

の

検

討

お

よ

び

本

稿

全

体

の

論

旨

と

の

繋

が

り

に

お

い

て

理

解

し

て

頂

き

た

い

。

（

８

）
　

持

続

と

空

間

、

物

質

と

記

憶

な

ど

の

間

に

は

「

本

性

の

差

異

」

が

あ

る

と

す

る

ベ

ル

ク

ソ

ン

哲

学

の

二

元

論

が

、

例

え

ば

「

緊

張

―

弛

緩

」

と

い

う

概

念

に

よ

っ

て

い

つ

の

ま

に

か

「

程

度

の

差

異

」

二

兀

論

に

逆

戻

り

し

て

し

ま

う

よ

う

に

み

え

る

と

い

う

問

題

は

、

ベ

ル

ク

ソ

ン

解

釈

上

困

難

な

も

の

の

一

つ

で

あ

ろ

う

。

こ

こ

で

の

西

田

の

解

釈

も

そ

の

点

に

関

わ

る

も

の

で

あ

る

。

た

し

か

に

持

続

の

弛

緩

の

極

限

と

し

て

の

空

間

と

、

持

続

と

の

間

に

は

「

程

度

の

差

異

」

し

か

な

い

と

す

れ

ば

、

空

間

は

「

絶

対

否

定

」

の

意

味

を

失

う

で

あ

ろ

う

。

こ

の

点

に

関

し

て

ド

ゥ

ル

ー

ズ

は

、

ペ

ル

ク

ソ

ソ

の

「

本

性

の

差

異

」

二

元

論

は

「
程
度
の
差
異
」
一
元
論
へ
と
解
消
さ
れ
る
の
で
は
な
く
て
種
々
の
「
差
異
の

程

度

」

に

至

る

の

で

あ

り

「

本

性

の

差

異

」

は

そ

の

ま

ま

維

持

さ

れ

る

、

と

い

う
明
晰
か
つ
正
当
な
解
釈
を
提
示
し
て
い
る
（
G
.
　
Ｄ
ｅ
ｌ
ｅ
ｕ
ｚ
ｅ
，
Ｌ
ｅ
　
b
ｅ
ｒ
ｇ
ｓ
ｏ
ｎ
-

ｉ
ｓ
m
e
,
 
Ｐ
Ｕ
Ｆ
.
特
に
第
五
章
を
参
照
）
。

（
９
）
　
ｃ
ｆ
.
　
Ｄ
ｅ
ｌ
ｅ
ｕ
ｚ
ｅ
，
　
ｉ
ｂ
ｉ
ｄ
.
，
　
ｃ
ｈ
ａ
ｐ
.
　
Ⅱ
.

（

1 0

）
　

Ｍ

Ｍ

，
　
ｅ

ｘ
.

，
　
ｐ
.

 １
６

２

〔

全

集

２

・

一

六

五

頁

〕

。

（

1
1

）
　

前

期

メ

ル

ロ

ー

ポ

ン

テ

ィ

は

、

現

象

学

的

立

場

か

ら

こ

の

点

に

つ

い

て

ベ

ル

ク

ソ

ン

を

批

判

す

る

。

現

象

学

に

対

す

る

西

田

の

批

判

的

態

度

を

考

え

合

わ

せ

て

も

よ

い

だ

ろ

う

。

てＦ
Ｖ

つに義意の
亅

間空Γるけおにンソクルベと田西－
4
7



（
1
2
）

Ｌ

’Ｅ
ｖ
ｏ

ｌｕ

ｔ
ｉｏ
ｎ

　
Ｃ
ｒ
ｅ
ａ

ｔ
ｒ
ｉｃ
ｅ

，
　
Ｐ

Ｕ

Ｆ

．
，
　
ｐ
.
 ２
０
１

〔

全

集

４

・

二

二

九

頁

〕
。

（
1
3
）
　
特
に
次
の
箇
所
に
お
け
る
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
記
述
を
参
照
さ
れ
た
い
。
P
M
,
　
ｐ

.
１
４
２
〔
全
集
７
。
一
六
二
―
六
三
頁
〕
。

（
1
4
）
　
Ｅ
Ｃ
.
　
ｐ
.
２
０
１
こ
の
部
分
（
ｐ
ｐ
．
２
０
１
-
２
０
２
）
に
お
け
る
純
粋
持
続
に
つ
い
て
の

二

箇

所

の

記

述

は

、

そ

れ

と

〈

図

式

）

と

の

関

係

を

よ

く

示

し

て

い

る

。

（
1
5
）
　

必

ず

し

も

西

田

自

身

が

こ

の

よ

う

に

明

確

に

四

契

機

を

分

け

て

い

る

の

で

は

な

い

。

な

お

、

こ

こ

で

は

〈

契

機

一

〉

を

個

物

が

個

物

が

生

む

（
「

内

面

的

持

続

」
）

と

い

う

意

味

に

解

し

て

お

く

。

（
1
6
）
　

こ

の

少

し

後

に

、

時

間

と

空

間

の

関

係

は

〈

契

機

一

〉

と

〈

契

機

三

〉

に

よ

っ
て
明
確
に
述
べ
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
（
Ⅶ
２
２
４
）
°

（
1
7
）
　

『

善

の

研

究

』

に

お

い

て

既

に

西

田

の

時

間

論

は

自

他

関

係

論

と

相

即

し

て

い

る

（

コ

｀
）
。

し

か

し

こ

の

後

す

ぐ

に

、

真

の

時

間

の

成

立

の

た

め

に

は

「

彼

と

い

う

も

の

」

が

入

っ

て

く

る

必

要

が

あ

る

と

西

田

は

述

べ

る

こ

と

に

な

る
（
Ⅶ
２
１
０
）
°

（
1
8）
　
し
か
し
な

が
ら
こ
の
点
に
お
い
て
す
ら
、

ベ
ル

ク
ソ
ン
解

釈
の
側

か
ら
は
言
う
べ
き

こ
と
が
あ
ろ
う
。
西

田
は
自
己
の
「
理
性

に
対
し
て
絶
対
に
非
合
理
的
」
（
Ⅵ
２
３
５
）

な
も

の
即
ち

「
私

に
対
す

る
汝
」
（
同
）

と
突
き
当
た
る
こ
と
を
空
間
の
絶
対
否
定

と

い
う
言
い
方
で
表
現
し
て

い
る
が
、

ベ

ル

ク
ソ
ン
に
お
い
て
、
理
性

〔
知
性
〕

は

直
観
に
絶
対
に
遅
れ
る
と
い
う
意
味
で
、
直
観
は
（
そ
う
言
い
た
け
れ
ば
）
理

性
を
絶
対
に
超
越
し
た
も
の
（「
絶
対
の
他
」）
な
の
で
あ
る
。
私
と
向
き
合
う

他
人
と
私
と
の
言
語
的
な
応
答
関
係
の
場
面
を
想
定
す
れ
ば
（
図
３
ｂ
）
、
両

者
は
互
い
を
対
象
と
し
て
（
理
性
に
よ
っ
て
）
理
解
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。

発
せ
ら
れ
た
音
（
絶
対
に
非
合
理
な
も
の
〔
物
質
〕
）
か
ら
「
飛
躍
」
し
て
一

挙

に

そ

の

〈

図

式

的

意

味

〉

に

到

達

す

る

直

観

の

働

き

が

あ

っ

て

は

じ

め

て

両

者

の

「

対

話

」

「

応

答

」

が

成

立

し

て

い

る

。

つ

ま

り

両

者

は

空

間

面

を

隔

て

、

互

い

の

理

性

に

と

っ

て

〔

絶

対

の

〕

他

と

し

て

区

別

さ

れ

な

が

ら

応

答

・

対

話

し

て

い

る

、

と

い

う

構

制

に

な

っ

て

い

る

と

言

え

る

の

で

あ

る

（
M
M

，
　
ｃ

ｈ
ａ
ｐ

.
　
Ⅱ
.
お
よ
び
、
Ｌ
'
Ｅ
ｎ
ｅ
ｒ
ｇ
ｉ
ｅ
　
Ｓ
ｐ
ｉ
ｒ
ｉ
ｔ
ｕ
ｅ
ｌ
ｌ
ｅ
，
　
ｃ
ｈ
ａ
ｐ
.
　
Ｖ
Ｉ
.
〔
全
集
５
・
第
六
論

文

「

知

的

な

努

力

」
〕

を

参

照

）
。

（
1
9

）
　
ｃ

ｆ
.　
Ｍ

ｅ
ｌａ
ｎ
ｇ
ｅ
ｓ

，
　
ｐ
ｐ

．
 ４
６
３
-
５
０
２

〔

全

集

８

・

二

一

六

頁

以

下

〕
。

（
2
0

）
　

逆

に

西

田

に

お

い

て

は

、

そ

う

い

っ

た

課

題

は

人

格

的

生

命

に

含

ま

れ

る

「
矛
盾
」
（
Ⅶ
１
３
７
）
の
弁
証
法
と
い
う
曖
昧
な
運
動
の
中
に
消
え
て
し
ま
う
よ

う

に

思

わ

れ

る

。

ま

た

、

「

真

の

」

「

絶

対

の

」

と

い

う

こ

と

（

私

―

汝

関

係

）

を

基

軸

と

し

た

（

こ

の

時

期

の

）

西

田

の

時

空

論

の

枠

組

み

に

は

、

相

対

的

存

在

者

の

入

り

込

む

余

地

は

実

の

と

こ

ろ

な

い

、

と

い

う

こ

と

も

指

摘

し

て

お

き

た

い

。

（

こ

ん

だ

・

り

ゅ

う

へ

い

、

倫

理

学

、

東

京

大

学

大

学

院

）
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