
〈
研

究

論

文

５
〉

実
在
論
―
―
東
と
西

―
―
ベ
ル
ク
ソ
ン
と
老
子
の
実
在
概
念
―
―

ベ
ル
ク
ソ
ン
と
老
子

、
こ

の
二
者
は
時
代
と
地
理
的
空
間
が
あ
ま
り
に
も

離

れ
す
ぎ
て
い
る
た
め
、
比

較
考
察

を
全
く
許
さ
な
い
か
の
よ
う

に
思
わ
れ

る
。

ベ
ル

ク
ソ
ン
は
十
九

～
二
十
世

紀
の
西

洋
の
哲
学
者
で
あ
り
、
老
子

は

前
五

世
紀
後
半
の
中
国
の
思

想
家
で
あ
る
。
両
者
の
繋
り

は
全
く
見

い
だ
せ

な
い
。
と
こ
ろ
が
老
子
の
中

心
概
念

で
あ

る
「
道
」
「
無
」
を
形
而

上
学
的

実
在
と
み
な
す
時
、
老
子

と
西
洋
の
実
在
論
者
で
あ
る

ベ
ル
ク
ソ
ン
は
急
接

近
す
る
。
そ
の
際
、
問
題
と
な
る
の
は
老
子
の
道

を
西
洋

哲
学

に
お
け

る
形

而

上
学
的
実
在
と
み
な
し
う
る

か
ど
う

か
で
あ

る
。
筆
者

は
道

を
形
而
上

学

的
実
在
と
み
な
す
。
と

い
う
の

は
次
の
理

由
か
ら
で
あ

る
。

一
、
道

は
天
地
を
開

い
た
万
物

の
母

で
あ
り

、
（「
体
道
第
一
」）
す
べ
て

の

も
の

を
生
み
出
す
根
源
、
万
物

に
行
き
亙

っ
て
い
る
も
の
で

あ
る
。

こ
れ

は
ギ
リ

シ
ア
哲
学
で

言
う

ア
ル

ケ
ー
（
ａ
ｒｃ
ｈｅ
）
で
あ

り
、
普
遍
性

を
有

す

る
概

念
で
あ

る
。

中
　
富
　
清
　
和

二

、

道

は

物

質

的

規

定

を

受

け

な

い

超

越

的

存

在

で

あ

る

。
「
賛

玄

第

十

四

」

に

よ

れ

ば

、

道

と

は

「
夷

」
（
影

も

形

も

な

い

も

の

）
、
「

希

」
（
音

声

の

な

い

も

の

）
、
「

微

」
（

隠

れ

た

る

も

の

）

で

あ

り

、

感

覚

に

よ

っ

て

把

握

で

き

な

い

存

在

、

物

質

性

を

超

え

た

超

感

性

的

な

存

在

で

あ

る

。

以

上

か

ら

筆

者

は

老

子

の

道

、

無

を

形

而

上

学

的

概

念

と

す

る

。

こ

う

し

た

超

感

性

的

か

つ

万

物

に

生

き

流

れ

る

形

而

上

学

的

概

念

は

、

西

洋

で

は

ベ

ル

ク

ソ

ン

の

実

在

概

念

が

対

応

す

る

と

思

わ

れ

る

。

ベ
ル
ク
ソ
ン
の
実
在
と
は
純
粋
持
続
（
ｄ
ｕ
ｒ
ｅ
ｅ
　
ｐ
ｕ
ｒ
ｅ
）
、
物
質
を
超
え
た

我

々

の

意

識

、

精

神

で

あ

る

。

こ

の

純

粋

持

続

の

非

物

質

性

は

『
物

質

と

記

憶

』

の

中

で

論

証

さ

れ

実

在

と

な

る

。

こ

の

実

在

は

単

な

る

個

人

的

意

識

の

流

れ

に

終

わ

る

の

で

は

な

く

、

生

命

全

体

に

流

れ

る

生

の

湧

出

と

な

る

。

こ

の

湧

出

が

創

造

的

進

化

（
ｅ
ｖ
ｏ
ｌｕ
ｔ
ｉｏ
ｎ
　ｃ
ｒ
ｅ
ａ
ｔ
ｒ
ｉｃ
ｅ
）

を

促

す

。

こ

う

し

て

見

る

と

老

子

の

道

と

ベ

ル

ク

ソ

ン

の

持

続

は

、

非

物

質

性

、

生

命

原

理

、

汎

神

7
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論
的
性
格

な
ど

に
お
い
て

相
当
の
共
通

性
が
発
見

し
う
る
。
そ
し
て
何
よ
り

決
定
的
な

の
が
、
両
者

と
も
直
観
的
方
法

を
採
用
し
て

い
る
こ
と
で
あ
る
。

こ
う
し

た
接
点

は
単
な
る
偶
然
で

あ
ろ

う
か
。

あ
る
い
は
洋
の
東
西
を
問
わ

ず
、
人
間

の
本
質

を
深

く
究
め
よ
う
と
す
る
哲

学
的
姿
勢

か
ら
自
と
醸
成
さ

れ
る
も
の
な
で
あ
ろ
う
か
。
「
実
在
概
念
―
―
東
と
西
」
の
探
究
は
、
西
洋

と
東
洋
の
乖
離
、
溝

を
克
服
す

る
一

つ
の
手
が

か
り

に
な
る
と
思

わ
れ
る
。

以
下
、
手
続
き
と
し
て

は
老
子

、
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
実
在

を
考
究
し
た
後
、
両

者
の
比
較
考
察
を
行

う
。

一
、

老

子

の

実
在

老
子
の
実
在
は
道
、
無
で
あ

る
。
で

は
そ
れ
は

い
か
な

る
実
在
で

あ
ろ

う

か
。
四
点

に
絞

っ
て
探
究
し
て
み

る
。

(
1
)
　
生
成
の
根
源
と
し
て
の
道
・
実
在

「
体
道
第
一
」

に
よ
れ

ば
従

来
ま
で

の
道

は
真
の
道
で

は
な
く
、
単
な
る

人
為
的
な
言
葉
、
中
身

の
な
い
空
虚
な

言
葉
で
し

か
な

か
っ
た
。

従
来
ま
で

の
道
と

は
孔
子
の
説
く
道
で
あ

る
が
、

そ
の
意
味
す
る
と

こ
ろ

は
人
の
守

る

べ
き
規
範
、
人
倫
で
あ

る
。
言

わ
ば
人
間

が
君
子
へ
と
向

か
う
目

標
、
理
想

で

あ
る
。
論
語
の

「
里
仁
篇
」

に
よ
る
と
孔
子
の
道
は
「
忠
恕
」
で
あ

る
。

忠
恕
と
は
「
真
心
」
と

「
思

い
や
り
」
で
あ
る
が
、
孔
子

は
こ

の
実
現

の
た

め
に
人
生
の
道
を
歩
ん
で
来

た
と

い
う
。
し
か
し
老
子
は
こ
う
し

た
孔
子

の

道
の
概
念
を
否
定
し
た
。
そ
も
そ
も
天
地
が
開
け
る
以
前

に
は
名
が
な

か
っ

た
の
で
あ
り
、
万

物
の
母
で
あ
る
天
地
が
開
け
て
初
め
て
天
地
と

い
う
名
が

起
こ

っ
た
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
天
地
を
開
い
た
道
を
体
得
す
る
こ
と

に
よ

っ

て
万

物
の
錯
雑
と
し
た
相
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
言
わ
ば
万

物
の
根
源
と

な
っ
て

い
る
原
理
を
見
い
だ
し
う
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
原

理
は
孔
子
の

考
え

方
か
ら
は
説
明
さ
れ
え

な
い
。
孔
子
の
仁
義
、
忠

恕
は
既

に
廃
れ
て
し

ま

っ
た
か
ら
言
葉

で
虚
飾
し
て

い
る

に
す
ぎ
な
い
。

そ
れ
は
人
間
が
後
か
ら

作
っ
た
小
賢

し
い
人
知
で

あ
る
。
そ
れ
に
対

し
て
老
子

の
道
と

は
言
葉
、
概

念

に
先

立
つ
世
界

的
原
理
で

あ
り
、
万
物
を
生
成
し
、
育
む
門
、
根
源
的
実

在
で

あ
る
。
「
成
象
第
六
」

に
よ

る
と

道
は
天

地
万
物

を
産
み
出
す
大

い
な

る
力
で
あ

り
、
玄
牝

即
ち
奥
深
く
微
妙
な
女
性
で
あ
る
。
こ
の
女
性
の
門

は

（
女
性
性
器
と
思

わ
れ
る
）
、
天
地
の
根
で
あ
り
、
疲
れ
る
こ
と
な
く
産
み
、

万
物
を
育
む
。
道

は
天
地
万
物
生
成
の
根
源
、
支
配
者
と
し
て

の
実
在
で
あ

る
。
そ
れ

は
遍
く
行
き
亙

っ
て
い
る
。
そ
の
果
て
は
天
地
、
宇
宙
の
遥

か
か

な

た
、
即

ち
無
限
で

あ
る
。
次
に
無
限
者
と
し
て
の
道
を
考
察
す
る
。

(
2
)
　
無
限
者
と
し
て
の
道
、
実
在

「
象
元
第

二
十
五
」

に
よ
る
と
道
は
、
形
、
姿
、
物
質
性
を
超
え

た
も
の

で
あ
り
、
天

地
万
物

に
先
立
つ
渾
沌
と
し
た
何
物
か
で
あ
る
。
そ
れ
は
声
も

な
く
姿
も

な
い
存
在
で
あ
る

か
ら
表
現
し
尽
く
せ
な
い
も
の
で

あ
る
。
そ
れ

で
無
と
も
呼
ば
れ

る
。
こ
の
無
は
他
の
も
の
に
依
存
せ
ず
そ
れ
自
体
で
存
在

し

（
自
存
性
）
、
遥

か
か
な
た
の
万
物

に
ま
で
至

る
大
な

る
も
の
な
の
で
、

「
大
」
と
も
言
う
。
こ
の
大
、
無

は
万
物

を
産

み
続
け
、

宇
宙

を
展
開
、
前

進
し
て
い
く
。
そ
の
広
が
り
大
き
さ

は
限
り
が
な
く
、
無
限
で
あ

る
。
つ
ま

り
道
、
無
と

は
無
限
者
で
あ
る
。
そ
れ

は
無
限
で

あ
る
か
ら
、
あ
ら
ゆ
る
も

西と東↑在実
－｛

ｂ
７



の
を
そ
の
中
に
包
み
込
む
。
無
限
に
遠
い
も
の
も
、
無
限
に
近
い
も
の
―
―

即

ち

自

己

、

我
自

身

を
も

含

む

。

こ

の

無

限

者

は
万

物

を

包

み

込

む

の
で

包

括

者

（
Ｕ
ｍ
ｇ
ｒ
ｅ
ｉｆｅ
ｎ
ｄ
ｅ
）

と

も

言

え

る

が
、

そ

の

包

括

者

の

証

と

し

て

自

然

法

則

を

表

わ
す

。

我

々

は

道

を

知

覚

す

る

こ

と

は
で

き

な

い

が

、

自
然

法

則

を

通

し

て

我

々

を

超

え

た

道

、

無

限

者

を

体

験

す

る

こ

と

が
で

き

る

。

そ

れ

は

道

、

自

然

に

則

る

在

り

方

で

あ

り

、

理

想

的

な

生
き

方

「

無

為

自

然

」

で

あ

る

。

無

為

自

然

と

は

何

も

し

な

い

こ

と

で

は

な

く

、

無

に

従

っ
て

生

き

る

こ

と

で

あ

る

。

そ

れ

で

よ

く

誤

解

さ

れ

や

す

い

無

、

老
子

で

は

絶

対

無

と

も

呼

ば

れ

る

が

、

こ

れ

は

い

か

な

る

無

で

あ

ろ

う

か

。

(
三
）
　
絶
対
無
と
し
て
の
道
、
実
在

道

は
形

而

上

学

的

存

在

で

あ

り

、

言

葉

を

超

え

た

も

の

表

現

の

し

よ

う

が

無

い

も

の

と

し
て

無

と
も

名

づ
け

た

が

、

こ

こ

で

は

常
識

で

言

う

無

、

お

よ

び
西

洋

哲

学

、

ニ
ー

チ

ェ

の

ニ
ヒ

リ

ズ

ム
の

無

と

の

違

い

を

明

確

に

し

た

い

。

通

常

、

我

々
の

生
活

に

お

い

て

無

と

は

第

一

に

無

い

こ

と

、

あ

る

も

の

が

無

い

こ

と

、

ハ
イ

デ

ガ
ー

的

に

言

え

ば

存

在

者

が

無

い
こ

と

、

即

ち

非

存

在

を

意

味

す

る

。
「
本

が

無

い

。

ペ

ン
が

無

い
。
」

な

ど

で

あ

る

。

こ

れ

は

有

の

反

対

概

念

と

し

て
用

い

ら

れ

て

い

る

。
「
本

が

在

る

。

ペ

ン
が

在

る

。
」

こ

こ

で

は

存

在

者

が

有

る

。

そ

の

反

対

概

念

と

し

て

の

非

存

在

、

そ

れ

が

通

常

、

第

一

に
考

え

ら

れ

る

無

で

あ

る

。

第

二

に
考

え

ら

れ

る
の

が

「

～
で

無

い

」

と

い

う

場

合

の

無

で

あ

る

。

例

え

ば

、
「
人

間

は

犬

で

は

無

い

。
」

こ

の

場

合

の

無

い
は

否

定

辞

と

し

て

の

無

で

あ

る

。

日

常

的

に

は
無

の

意

味

は

非

存

在

か

否

定

辞

と

思

わ

れ

る

。

西
洋

哲
学

に
お
い
て

は
ど

う
か
。
無
を
歴
史
的
に
最
も
古
く
記
述
し
て
あ

る
の
は
聖
書
で
あ

る
。
「
創
世
記
」
の
第
一
章

「
初
め
に
、
神
が
天

と
地
を

創
造
し
た
。
地

は
形

が
な
く
、
何
も

な
か
っ
た
。
」

と
あ
る
。
こ

こ
か
ら
天

地
創
造
以
前

は
何
も

な
か

っ
た
こ
と
に
な
る
。
そ
れ

は
非
存

在
、
し

か
も

個
々
の
存
在
者

が
無
か
っ
た
の
で

は
な
く
、
す
べ
て

の
も

の
が
全
く
無

か
っ

た
と
い
う
万

物
の
非

存
在
で

あ
る
。
す

べ
て
が
、
万
物

が
全
く
絶
対
的

に
無

か

っ
た
、
無
で

あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で

、
こ
の
天
地
創
造
以
前

の
無

を
万
物

の
非
存
在
、
絶
対

無
と
考
え
る
こ
と

が
で
き
る
。

ニ
ー
チ
ェ
の
無
は
ど
う
か
。
一
般
的
に
は
ニ
ヒ
リ
ズ

ム
と
言
わ
れ

る
が
、

こ
れ
は
伝
統
的
な
価
値
、
プ
ラ
ト
ン
以

来
二
千
数
百

年
に
亙

る
価
値

、
道
徳

の
否

定
で

あ
る
。
ニ
ー
チ
ェ

に
よ
れ
ば
哲
学
の
歴
史
は
誤
謬

の
展
開

、
真
理

と
い
う
錯
覚
へ
の
志

向
に
他
な
ら
な
い
。
そ
の
功
罪

は
現
実
世
界
と
理
想
世

界
の
二
元

論
を
説
い
た
プ
ラ
ト
ン
と
、
そ
の
二
元
論
を
剽
窃

し
て
民
衆

に
天

国
と
い
う
虚
構
の
世

界
を
信
仰
さ
せ
た
キ
リ

ス
ト
教
に
あ
る
。
キ
リ
ス
ト
教

は
現
実
の
苦
悩
、
困
難
に
悩
む
民
衆
に
天
国
を
信
じ
さ
せ
、
そ
の
代

償
と
し

て
神
へ
の
服
従
を
説

い
た
。
悩
め
る
民
は
虚
構

の
世
界
へ
逃
避
し
、
神
に
服

従
す
る
奴
隷
に
な
り
下
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
キ
リ
ス
ト
教
の
伸
展
は
、

こ

う
し
た
逃
避
的
態
度
と
奴
隷
道
徳
の
蔓
延
に
他
な
ら
な

い
。
そ
れ
は
人
間

の

堕
落
で
あ
り
、
生

の
衰
退
で
あ
る
。
こ
の
傾
向
は
中
世
だ
け
で
は
な
く
近

代

に
お
い
て
も

続
い
て

い
る
。
近
代
の
哲

学
（
カ
ン
ト
や

ヘ
ー

ゲ
ル

の
哲

学
）

は
、
キ
リ
ス

ト
教
へ

の
信
仰
心
を
弱
化
さ
せ
た
が
、
そ
の
代
わ
り

に
理

性
崇

拝
を
煽
る
こ
と

に
よ
り

人
間
を
頭
で

っ
か
ち
に
し
、
大
地

に
立
つ
べ
き



人
間

の
足
を
萎
縮
さ
せ
、
人
間
を
虚
弱
化
さ
せ
た
の
で
あ

る
。

ニ
ー
チ

ェ
は

こ
う
し

た
二
千
数

百
年
に
亙
る
西

洋
哲
学
を
完
全

に
否
定
し
、
こ
の
哲
学
、

価
値
、
道

徳
を
破
壊
し
た
。
そ
の
破
壊
状
態
が

ニ
ー
チ

ェ
の
無
の
状
態
、
言

わ
ば
あ
ら

ゆ
る
価

値
が
否
定
さ
れ
て
無
い
状
態

、
非
存
在
を
意
味
す
る
。
従

っ
て
、

ニ
ー
チ
ェ
の
無
は

「
価
値
の
非

存
在
」

と
言
え
よ
う
。

以
上

か
ら
老
子

の
無
と
、
常
識
の
無
、
キ
リ
ス
ト
教
の
無
、

ニ
ー
チ

ェ
の

無
と
の
違

い
が
鮮

明
に
な

っ
て
く
る
。

ま
ず
老
子

の
無
は
非
存
在
と
い
う
存

在
の
空
虚
で

は
な

い
。
ま
た
老
子

の
無

は
、
表
現
形
式

的
に
は
言
葉
で
表
現

で
き
無

い
と

い
う

こ
と
で
否
定
辞
で

は
あ

る
が

、
し
か
し

、
そ
れ
は
単
な
る

表
現
形
式
の
否
定
辞

に
留

る
も
の
で
は
な

い
。
世
界
を
産

み
出
し

支
配
す

る

実
在
者
で
あ
る
。
従

っ
て

キ
リ

ス
ト
教
の
天
地
創
造
以
前

の
万
物

の
非
存
在

と
し
て
の
絶
対
無

（
絶
対
的
非
存
在
）
で
も
な

い
。
で

は
ニ
ー
チ
ェ
と
の
相

違
は
ど
う
な
る
か
。
老
子
も

ニ
ー
チ

ェ
と
同
様

に
伝
統
的

な
価

値
、
孔
子

の

道
を
否
定
し
て

い
る
が
、

ニ
ー
チ

ェ
ほ
ど
徹
底
し

た
も

の
で
は
な
い
。
ニ
ー

チ

ェ
ほ
ど
徹
底
す
る
な
ら
ば
、
形
而
上
学
的
実
在
と
し
て

の
道
を
考
え
る
こ

と
は
で
き
な
か

っ
た
で
あ
ろ
う
し
、
そ
も
そ
も
孔
子
の
概
念
で

あ
る
道
と

い

う
言
葉
を
使
う
こ
と

は
で
き
な

い
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し

そ
の
不

徹
底

さ
故

に
、
老
子

は
無
と
い
う
形
而
上
学
的
概
念
を
定
立
で
き
た

の
で
あ

る
。
無
と

は
実
在
者

で
あ
り
、
無
限
者
で
あ
る
。
無
限
者
と
は
天
地
万
物
あ
ら
ゆ
る
存

在

、
即

ち
有
を
包

含
す
る
。
そ
こ
で
は
無
が
有
を
包
み
、
無
と
有
の
相
対
的

区
別

が
な

く
な
り
区

別
を
超
え
た
無
（
相
対

を
超
え
る
と
は
絶
対
で
あ
る

か

ら
）
、
絶
対
無
で

あ
る
。
（
「
養
身
第
二
」
）。
で
は
相
対

的
区
別

を
超
え

た
絶
対

無
を
我

々
は
い
か
な
る
方
法
で
知
り

う
る
の
か
。
そ
れ
は
直
観
で
あ
る
。

（
四
）
　
道
、
実
在
の
体
験
的
直
観

「
虚
心
第
二
十
一
」
に
よ
る
と
道

の
有
様

は
恍
惚
と
し
て

い
て
定
め
が
た

い
。
だ
が
、
じ

っ
と
心
を
虚
静
に
し
て

い
る
と
奥
深
く
暗

い
微
か
な
中

に
純

一
無
雑
な
も

の
、
道
が
あ
る
。
こ
の
道

は
虚
心

に
よ

っ
て
知
り
う
る
。
虚
心

と
は
様
々
な
知
識
、
概
念
を
排
除
し
て
対
象
を
知
る
方
法
で
あ
る
。
こ
れ
は

哲
学
で
は
、
概
念
分
析
、
言
語
表
現
で
な

い
以
上
、
対
象
へ
の
直
接
的
参
入
、

合
一
、
体
験
的
直
観
で
あ
る
。
で
は
直
観

に
よ

っ
て
体
験
し
た
実
在

は
ど
の

よ
う
に
表
現
さ
れ
る
の
か
。
道
は
言
葉
を
超
え
た
実
在
で
あ
る
の
で
、
当
然
、

記

述
に
は
無
理
が
生
じ
る
。
そ
れ
で
道
の
記
述
は
体
系
的
、
論
理
的
記
述
よ

り

も
、
象

徴
的
詩

に
な
ら
ざ

る
を
得
な
い
。
そ
こ
に
老
子

の
神
秘
性
の
源
が

あ

る
。
老
子

に
お
い
て
は
ベ
ル
ク
ソ

ン
と
同
様
、
言
語
表
現

は
二
義
的
な
意

味

し
か
な
く
、
直
観
こ
そ
が
真
の
実
在
認
識
へ
の
方
法
な
の
で

あ
る
。
以
上

、

老
子

の
実
在
を
探
究
し
た
が
、
次
に
ベ
ル

ク
ソ

ン
の
実
在
概
念

を
確
認
す
る
。

二

、

ベ

ル

ク

ソ

ン
の

実

在

ベ
ル
ク
ソ

ン
の
実
在
は
意
識
と
し
て
の
純
粋
持
続
で

あ
る
。
そ
れ
は
意
識

の

連
続
的

流
れ
、
質
的

に
相
違
す
る
意
識

の
融
合
、

相
互
浸

透
で
あ

る
。

我

々
の
日
常

生
活

に
お
け
る
意
識
、
外
的
知
覚
に
囚

れ
て

い
る
意
識
、
あ
る

い
は
心
理

学
、
医

学
で
対
象
と
さ
れ
る
意
識
は
、
客
体
化
、
空
間
化
、
計
量

化
さ
れ
た
も

の
で

あ
っ
て
真
の
意
識
で

は
な
い
。
例
え
ば
筋
肉
努
力

や
熱
、

重
さ
の
感
覚

は
刺
激

の
関
数
と
さ
れ

る
が
、
関
数
化
さ
れ
た
意
識
と
は
、
対

西と東―論在実
７７



象

化

、

空

間

化

さ

れ

た

も

の

で

あ

っ

て

生

き

た

流

れ

る

意

識

で

は

な

い

。

空

間

化

さ

れ

た

意

識

と

は

、

海

中

を

生

き

生

き

と

泳

ぐ

魚

が

網

で

掬

い

上

げ

ら

れ

て

干

涸

び

た

よ

う

な

も

の

で

あ

る

。

真

の

意

識

と

は

関

数

化

、

要

素

に

分

割

さ

れ

る

前

の

意

識

の

連

続

的

全

体

で

あ

る

。

そ

れ

は

、

内

的

生

命

の

連

続

的
メ
ロ
デ
ィ
（
ｍ
ｅ
ｌ
ｏ
ｄ
ｉ
ｅ
　
ｃ
ｏ
ｎ
ｔ
ｉ
ｎ
ｕ
ｅ
　
ｄ
ｅ
　
ｎ
ｏ
ｔ
ｒ
ｅ
　
ｖ
ｉ
ｅ
　
ｉ
ｎ
ｔ
ｅ
ｒ
ｉ
ｅ
ｕ
ｒ
ｅ
，
　
Ｐ
．
Ｍ
．

１
６
６
」
’

深

遠

な

生

命

の

絶

え

間

な

い

唸

り

（
ｂ
ｏ
ｕ

ｒ

ｄ
ｏ
ｎ

ｎ

ｅ
ｍ

ｅ
ｎ

ｔ
　
ｉｎ

ｉ
ｎ

ｔ
ｅ

ｒ
ｒ
ｏ
-

ｍ

ｐ
ｕ

　
ｄ
ｅ

　
ｌａ

　
ｖ

ｉｅ

　
ｐ

ｒ
ｏ

ｆ
ｏ

ｎ

ｄ
ｅ

．
　
Ｐ

．
Ｍ

．
　
１
６
７
）

で

あ

る

。

我

々

の

意

識

は

持

続

と

し

て

流

れ

生

き

つ

つ

あ

る

、

つ

ま

り

現

在

を

常

に

保

持

し

つ

つ

あ

る

。

と

い

う

こ

と

は

過

去

に

流

れ

去

っ

た

意

識

は

消

失

す

る

の

で

は

な

く

、

現

在

の

意

識

と

一

体

と

な

っ

て

保

持

さ

れ

る

。

従

っ

て

現

在

あ

る

私

の

意

識

は

、

過

去

を

孕

み

現

在

と

一

体

と

な

っ

た

記

憶

と

な

る

〈
Ｅ
.

Ｃ

．

２

，
４

」
。

ベ

ル

ク

ソ

ン

は

記

憶

の

二

形

式

、

身

体

に

刻

印

さ

れ

る

記

憶

（

学

課

の

記

憶
、
ｓ
ｏ
ｕ
ｖ
ｅ
ｎ
ｉ
ｒ
　
ｄ
ｅ
　
ｌ
ａ
　
ｌ
ｅ
ｃ
ｏ
ｎ
）
と
身
体
に
刻
印
さ
れ
な
い
記
憶
（
純
粋
記

憶

、

ｓ
ｏ

ｕ

ｖ
ｅ
ｎ

ｉｒ

　
ｐ

ｕ
ｒ

）

を

仮

定

し

た

。

前

者

は

感

覚

運

動

、

習

慣

を

刻

印

す

る

記

憶

で

あ

り

機

能

局

在

が

対

応

す

る

。

そ

れ

に

対

し

て

後

者

は

身

体

、

大

脳

に

保

存

さ

れ

な

い

独

立

的

記

憶

で

あ

り

純

粋

に

精

神

的

な

も

の

で

あ

る

。

記

憶

の

大

脳

か

ら

の

独

立

と

い

う

仮

定

は

、

一

見

、

奇

異

に

思

わ

れ

る

が

、

こ
れ
は
カ
ナ
ダ
の
脳
外
科
医
ペ
ン
フ
ィ
ー
ル
ド
に
よ
っ
て
証
明
さ
れ
た
（
詳

細
は
拙
稿
、
「
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
記
憶
理
論
と
脳
生
理
学
」
『
比
較
思
想
研
究
第
一
二
号
』
）
。

さ

ら

に

近

年

活

発

に

な

っ

て

き

た

臨

死

体

験

の

研

究

や

ホ

ロ

グ

ラ

フ

ィ

理

論

の

登

場

な

ど

は

、

ベ

ル

ク

ソ

ン

の

立

場

を

さ

ら

に

支

持

す

る

よ

う

に

思

わ

れ

る
。

我

々

の

意

識

、

記

憶

は

身
体

か
ら

独

立

し

て

在

る

実

在

で

あ
り

、
こ

の

実

在

は
個

人

を

超

え

て

生

命

全

体

を
貫

く

生

命

的

実

在

、

即

ち

エ

ラ

ン

・

ビ

タ

ル

（
ｅ
ｌａ
ｎ
　ｖ
ｉｔａ
ｌ
）

と

な

る
。

そ

の

考

え

は

『
創

造

的

進

化

』

に

記

さ
れ

て

い

る

が

、

こ

れ

に

よ

つ
て

生

命

の
宇

宙

へ

の

前

進

と

い

う

壮

大

な
形

而

上

学

を

展

開

す

る

。

そ

れ

に
よ

れ

ば
精

神

、

エ
ラ

ン
の

流

れ

が

生

命

の

誕
生

、

進

化

を

さ

ら

に

は

人

類

の

出

現

を
可

能

に
し

た
。

物

質

は

精

神

の

弛

緩

、
抵

抗

で

あ

り

、

遠

く

離

れ

た
物

質

で

あ

っ
て

も

精

神

と

何

ら

か

の

関

係

を
有

す

る

。

太

陽

と

人

間

は

離

れ

て

い
る

が

、
人

間

は

太

陽

の

エ
ネ

ル
ギ

ー

を

必
要

と

し

て

い

る

。

そ

こ

に
は

関

係

が

存

在
す

る
。

そ

し

て

太

陽

も

銀

河

系

の
中

で

影

響

を

受

け

て

い

る
。

こ

う

し
て

見

る
と

宇

宙

、

万

物

す

べ

て

は

実
在

の

力

を

受

け

て

い

る

の

で

あ

る
。

こ

れ

を

象

徴

す

る

の

が

「
宇

宙

は

持

続

す

る

。
」
（
Ｅ

．Ｃ
．　
１
１
）

で

あ

る

。

ベ

ル

ク

ソ

ン
の

実

在

は

生

命

全

体

の
源

流

で

あ

り

、

物

質

の

原
因

で
も

あ

る

。

実

在

は

爆

発

的

に
拡

張

し
、
（
こ

れ

は
宇

宙

創

世

の

ビ

ッ
グ

・

バ

ン
説

に

先

立

つ

）

生

命

進

化

を

可

能

に

し

た

が
、

そ

の

弛

緩

、

下

降

が

物

質

で

あ

る

。

聖

書

的

表

現

を

使

え

ば

、
「
始

め

に

実

在

の

爆

発

あ

り

き

」

な

の

で

あ

る

。

し

か

し

彼

は

宇

宙

の

創

造

に
関

わ

る
形

而

上

学

的

問

い

は
単

な

る
空

想

と

し

て

否

定

す

る
。
「
何

故
、

世

界

は

存

在
す

る

の

か
？

」
「
世

界

の

存

在

目

的

は

何

か
？

」
「
何

故

に
有

で

あ

っ
て

無

で

は

な

い

の

か
？

」

こ

う

し

た

問

い

は

「
四

角

い
丸

」

と

同

様

に
、

単

な

る

観
念

の
遊

び

に
す

ぎ

な

い
と

い

う

。

彼

に

お
い

て

実

在

お

よ

び
宇

宙
の

存

在

は

大
前

提

に

な

っ
て

い

る
の

で

あ

っ

て

、

こ

れ

ら

の

存

在

、
意

味

を

問

い

直

す

必
要

が

な

い

の

で

あ

る

。
「
始

め



に
実
在
あ
り
き
」
で
あ
る
。
こ
の
実
在
は
彼
の
晩
年
に
お
い
て
神
に
な
る
が
、

そ
こ
か
ら
何
も
無

い
状
態
（
絶
対
的
非
存
在
）
を

考
え

る
必
要

は
な
い
。
神

は
過
去
、
未
来
を
超
え
て
永
遠

に
存
在
す

る
か
ら
で
あ

る
。
ベ
ル
ク
ソ

ン
の

実
在
は
神
的
実
在
と
な
り
汎
神
論
的
に
な

る
。

三

、

老

子

と

ベ

ル

ク

ソ

ン

の

実

在

以

上

、

老

子

と

ベ

ル

ク

ソ

ン
の

実

在

を

考

究

し

た
が

、

次

に
両

者

の
比

較

考

察

を

行

う
。

共

通

の
第

一
点

と

し

て

、

両

者

の

実

在

概

念

は
共

に
生

命
原

理

と

な

っ
て

い

る
こ

と

で

あ

る
。

老

子

の

道

、

無

、

実

在

は

万

物

の

生

成

の
根

源

、

生

長

の

支

配

者

で

あ

る

か
ら

、

あ

ら

ゆ

る

生

命

体

に

充

満

し

て

い

る
。

生

命

体

に

お
い
て
は
、
そ
れ
は
「
気
」
と
も
言
わ
れ
、
こ
れ
を
、
「
一
元
気
」
と
し
て

万

物

の
原

因

と

し

て

い

る
。

ベ

ル

ク

ソ

ン

の
実

在

も

同

様

、
そ

れ

は
持

続

、

生

命

の
連

続
的

流

れ

、
生

命

原

理

で

あ

る

エ
ラ

ン

ー
ビ

タ

ル
で

あ

る
。

こ

の

生

命
原

理

、
し

か

も
感

性

を

超

え

る
形

而

上

学

的

原

理

と

し
て

両

者

は
非

常

に

近

い
と

言
え

る
。

第
二
は
直
観
的
方
法
（
m
ｅ
ｔ
ｈ
ｏ
ｄ
ｅ
　
ｉ
ｎ
ｔ
ｕ
ｉ
ｔ
ｉ
ｖ
ｅ
）
の
採
用
で
あ
る
。
老
子

で

は
虚

心

と
も

訳

さ
れ

る
が

、

言

葉

を

超

え

て

対

象

そ

の

も

の
と

合

一
す

る

こ

と
、

生

命

の
核

心

へ
と

一
体

に
な

る

こ
と

で

あ

る
。

ベ

ル

ク

ソ

ン
も

老

子

も

言
葉

に
対

し

て

絶

対

的

な

信

頼

を

置

か
な

い
。

ベ

ル

ク

ソ

ン

に
よ

れ

ば

言

葉

は
実

在

の
脱

殻

で

あ

り

、

実

在

の

周

囲

を

廻

り

な
が

ら

実

在

の
外

皮

を

表

現

す

る

に
す

ぎ

な

い
。

老

子

で

は

実

在

を

表

現

す

る
こ

と

が
で

き

ず

、

言

葉

を
超
え
て

い
る
と
し
て
無
と
呼
ん
だ
。
こ
う
し
た
言
語

へ
の
批
判
的
態
度
は

両
者

に
共
通
し
、
直
観
的
方
法
に
お
い
て
は
合
致
す

る
。
こ
の
一
致
は
決
定

的
で

あ
る
。

知
性
分
析
、
言
語
表
現
に
よ
っ
て

は
両
者

の
溝
は
埋
ま
ら
な
い

が
、
直
観

に
よ
っ
て
二
千
数
百
年
に
亙
る
年
月
と
地
理
的
隔
た
り
が
埋

め
ら

れ
克
服

さ
れ

る
の
で
あ
る
。

第
三

は
自
由
の
問
題
で
あ
る
。
老
子

に
お
い
て
真
の
在
り
方
、
生
き
方

は

道
、
実
在
と

の
合
一
、
道
の
直
観
で

あ
る
。
そ
れ
は
、
あ
ら
ゆ
る
世

俗
的
な

雑
事
、
欲
望

か
ら
解
放
さ
れ
た
理
想
的
な
在
り

方
（
無
為
自
然
）
で
あ

る
。

無
為
自
然
と

は
無
、
実
在
に
則
し
た
在
り
方

、
状
態
で
あ
り
言
わ
ば
真
の
自

由
が
実
現
さ
れ
て

い
る
。
ベ
ル
ク
ソ
ン
も
『
時
間
と
自
由
』
の
中
で
持
続
状

態

に
お
け
る
自
由
を
説
い
て

い
る
。

日
常
の
我

々
は
、
様
々
な
雑
事

に
追
わ

れ
気
を
取
ら
れ
て

い
る
が
、
そ
れ
は
真

の
自
己
で

は
な
く
表
面

的
自
我

に
す

ぎ
な

い
。
そ
れ

に
対
し
て
真
の
自
己

は
、
日
常
性

か
ら
解
放
さ
れ
、
実
在
と

一
体
と
な

っ
た
持
続
状
態
で

あ
り
、
そ
こ
に
真

の
自
由
が
あ
る
。
こ

の
よ
う

に
、
老
子

の
道
、
実
在
と
の
合
一
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
実
在
と
の
合
一

は
真
の

自
己
を
確
立
し
、
真
の
自
由
を
実
現
す

る
も

の
で
あ
る
。

こ

う
し

た
共
通
点

に
対
し
て

相
違

点
を
指
摘
す

る
。
相
違
の
第
一

は
、
一

元
論
と
二
元
論
の
違

い
で
あ
る
。
老
子

の
実
在

は
物
質
と
精
神
を
包
み
込
む

無
限
者
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
物
質
と
精
神
の
区
別
が
存
在
し
な
い
。
老
子
は

一
元
論
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
ベ
ル
ク
ソ
ン
で
は
精
神
と
物
質
と
の
厳
然

た
る
二
区
分
が
存
在
す
る
。

ベ
ル
ク
ソ
ン
は
物
質
の
極
と
し
て
純
粋
知
覚
を
、

精
神
の
極
と
し
て
純
粋
記
憶

を
仮
定
し

、
我

々
の
思
考
は
、
こ
の
運
動
で
あ

西と東
―
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る
と
す

る
。
思
考

は
運
動
で

あ
る
か
ら
、
ど
こ
ま
で
が
精

神
で

知
覚
、
物
質

で
あ

る
か
を
区
別
す

る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
従

っ
て

、
こ
の
二
者

の
区

別

（
二
元

論
）

は
、
あ
く
ま
で
も

理
論

的
な
も

の
で
あ

る
。
精

神
と
物
質

は
、

理

論
上

の
区
別
で

あ

っ
て

実
在
は
「
運
動
」
「
動

き
」
な

の
で

あ

る
。

こ
れ

が

ベ
ル
ク
ソ
ン
の
心
身
二
元

論
の
克
服
で
あ

る
。

し
か
し
、
老
子

に
よ
れ
ば
、

心

と
か
物

と
か
は
言
葉
に
よ
る
相
対
的
区
別

に
す

ぎ
ず

、
絶
対

的
な
区
別
で

は
な
い
。

絶
対
者

は
物
質
、
精
神
を
包

括
す

る
無
限
者
で

あ
っ
て

、
そ
こ
で

は
万
物
が
一
体
と
な
る
。
即
ち
徹
底
し
た
一
元
論
で
あ
る
。

第
二

は
無
限
者

と
絶
対

者
の
違
い
で

あ
る
。

ベ
ル
ク
ソ

ン
の
実
在
は
絶
対

者
で
も
あ

る
が
、
し
か
し
、
そ
れ
は
老
子

の
言

う
無
限

者
で
は
な
い
。
ベ
ル

ク
ソ
ン
は
持
続

が
言
葉

、
概
念

に
よ

っ
て
分
析

、
表
現

し
尽

く
せ
な
い
実

在
、

相
対
的
区
別
を
超
え

た
実
在
と
し
て
絶
対
者
と
も
呼

ん
で

い
る
。
特
に
こ
れ

は
『
形
而
上
学
入

門
』

に
語
ら

れ
て

い
る
が
、
絶
対
者

と
は
動
き

、
実
在
で

あ

る
。

こ
れ
は
物
質

と
区

別
さ
れ
た
精
神
性
で

あ
る
。

そ
れ
に
対
し
て

老
子

は
ベ
ル
ク
ソ
ン
的
意
味
で
の
絶
対

者
は
考
え

な
い
。
む

し
ろ
、
そ
れ
は
絶
対

無

、
無
限

者
と
呼

ば
れ
る
べ
き
も
の
で

あ
る
。

無
限
者
と
は
最
も
身
近
か
な

我

か
ら
出

発
し
て

天
地
の
遥
か
か
な
た
、
無
限

の
か
な
た
ま
で
万
物
を
支
配

し
て

い
る
形
而

上
学
的
実
在
で

あ

っ
た
。
老
子

の
言
う
無
限
者
の
概
念
が
ベ

ル
ク
ソ
ン
に
は
無
い
。

第
三

は
無
の
問
題
で
あ
る
。
老
子

に
お
い
て

無
は
道
、
実
在
で
あ
る
が
、

ベ

ル
ク
ソ
ン
は
無
を
偽
観
念
と
し
て
否

定
し
て

い
る
。
一
般
的

に
無
は
非
存

在

と
考
え

ら
れ
て

い
る
が
。
し
か
し
、
非

存
在

、
空
虚

と

い
う
の

は
観
念
的

に

「

あ

る

物

が

な

い

」

と

い

う

部

分

的

欠

如

で

あ

り

、

あ

る

物

が

な

く

と

も

実

は

別

の

物

が

あ

る

か

ら

で

あ

る

。

従

っ

て

キ

リ

ス

ト

教

で

言

う

天

地

創

造

以

前

の

無

（

絶

対

的

非

存

在

）

は

あ

り

え

な

い

。

そ

れ

は

空

虚

な

思

考

の

産

物

で

し

か

な

い

。

ベ

ル

ク

ソ

ン

に

よ

れ

ば

世

界

は

常

に

有

で

あ

る

。

そ

れ

は

生

命

原

理

と

し

て

の

実

在

を

考

え

る

と

理

解

で

き

る

。

も

し

、

世

界

が

絶

対

的

非

存

在

な

ら

ば

、

ど

の

よ

う

に

し

て

エ

ラ

ン

・

ビ

タ

ル

に

よ

る

生

命

進

化

が
な
し
え
た
の
か
。
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
創
造
原
理
と
し
て
の
エ
ラ
ン
・
ビ
タ
ル

を

説

く

立

場

か

ら

、

世

界

は

常

に

有

で

あ

る

と

す

る

。

そ

れ

に

対

し

て

老

子

の

無

は

、

有

と

無

を

包

括

し

た

絶

対

無

で

あ

っ

た

。

こ

の

絶

対

無

の

立

場

こ

そ

東

洋

思

想

独

特

の

も

の

で

あ

っ

て

、

西

洋

と

東

洋

の

根

本

的

相

違

を

表

わ

す

も

の

、

両

者

の

最

大

の

溝

と

思

わ

れ

る

。

最

後

に

両

者

の

志

向

の

相

違

で

あ

る

。

老

子

は

道

、

実

在

か

ら

政

治

原

理

へ

と

向

か

う

の

に

対

し

、

ベ

ル

ク

ソ

ン

は

道

徳

、

宗

教

へ

と

発

展

す

る

。

ベ

ル

ク

ソ

ン

は

政

治

問

題

に

つ

い

て

は

無

臭

で

あ

る

が

、

老

子

は

無

に

則

し

た

政

治

術

を

強

調

す

る

。

そ

こ

に

老

子

の

形

而

上

学

の

限

界

が

あ

る

と

言

え

よ

使

用

文

献

『

老

子

・

荘

子

上

』

（

新

釈

漢

文

大

系

七

）
。

明

治

書

院

。

森

三

樹

三

郎

著

『

老

子

・

荘

子

』

（

人

類

の

知

的

遺

産

五

）
、

講

談

社

。
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世
界
』
《
青
土
社
》
を
参
考
に
し
た
。

（
な

か
と
み

・
き
よ
か
ず
、
哲
学

、

千
葉
県

立
市
川
東
高
等
学
校
教
諭
）
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