
〈
研

究

論

文

３

〉

宮
澤
賢
治
の
モ
ナ
ド
ロ
ジ
ー

序
　

賢

治

の
詩

に
見

出

さ

れ

る

「

モ

ナ
ド

」

概

念

宮
澤
賢
治

二
六
歳
の
詩
「
青
森
挽

歌
」

は
、
前
年

に
早
世

し
た
妹

へ
の
美

し

い
追
憶

と
し
て

知
ら
れ
る
が
、
注
目
す

べ
き
こ
と

に
、
そ

の
冒
頭

を
飾

る

一

節
に
は
、
「

モ
ナ
ド
」

と
い
う
。
明
ら

か
に
西

洋
哲
学
の

伝
統
に
属
す

る

術
語
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。

仮
睡
珪
酸

の
溶
け

残
っ
た
も
や
の
中

に

つ

め
た
い
窓
の
硝
子

か
ら

あ
け
が

た
近

く
の
苹
果
の
匂
が

透
明
な
紐

に
な
っ
て
流
れ
て
来
る
。

そ
れ

は
お
も
て
が
軟
玉
と
銀
の
モ
ナ
ド

半
月
の
噴
い
た
瓦
斯
で
い
っ
ぱ
い
だ
か
ら

巻
積
雲
の
は
ら
わ
た
ま
で

酒
　
井
　
　
　

潔

月
の
あ
か
り
は
浸
み
わ
た
り

そ
れ

は
あ
や
し
い
螢
光
板
に
な

っ
て

い
よ
い
よ
あ
や
し
い
匂
か
光
か
を
発
散
し

な
め
ら

か
に
硬
い
硝
子

さ
へ
越
え
て
来

る
。

…
…
［
以
下
省
略
］
（
（
青
森
挽
歌
　
三
　
／
一
九
二
三
ヽ
八
ヽ
一
」
全
集

第
二
巻
、
2
3
6
頁
）

こ

の
他
に
も

「
モ
ナ
ド
」
の
用
例

は
、
「
銀

の
モ
ナ
ド
の
ち
ら
ば
る
そ
ら

と
…

…
」
（
「
春
と
修

羅
　

第
三
集
」

の

「
一
〇
五

八

電
車
／

一
九
二
七
ヽ

五
ヽ
九
ヽ
」
と
か
、
「
ま
し
ろ
き
指
は
う
ち
ふ
る
ひ
、
銀
の
モ
ナ
ド
は
ひ
し

め
き
ぬ
」
（
文
語
詩
稿
「
砲
兵

観
測
隊
」
）
な
ど
、
彼
の
作
品
の
あ
ち
こ
ち
に

見
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

い
ま
挙

げ
た
諸
例
を
見
て
す
ぐ
気
付
く

の
は
、
第

一
に
、
「
モ
ナ
ド
」

は
、

い
ず
れ
の
場
合
も
書
き
出
し
と

い
う
最

も
目
立
つ
、
し

か
も
そ
れ
ぞ
れ
の
詩

一ジ口ドナモの治賢津宮７４



全

体

の
性

格

や

コ

ン
テ

ク

ス
ト

を

決

定

す

る

よ

う

な

箇
所

に

使
用

さ

れ

て

お

り
、
ま
た
第
二
に
、
「
モ
ナ
ド
」
に
は
殆
ど
の
場
合
「
銀
の
」
と
い
う
形
容

詞

が

冠

せ

ら

れ

て

い
る

が

、
「

銀
」

と

は

賢

治

の

愛

し

た

色

で

あ

っ
た

、

と

い

う

事

実

で

あ

る

。

つ

ま

り

「

モ

ナ

ド
」

は

、

単

な

る
比

喩

と

か

、

言

い
換

え

、

あ

る

い

は

ハ
イ

カ
ラ

な

西

洋

語

の
披

露

な

ど

で

あ

る

ど

こ

ろ

か
、

賢

治

が

彼

の

哲

学

的

な

問

題

意

識

と

思

い
入

れ

と

共

に

投

じ

た

鍵

語

な

の

で

あ

る

。

Ｉ
　

賢

治

の

「

モ

ナ

ド

」

理

解

賢

治

の

詩

の

な

か
で

「

モ

ナ

ド
」

は
、

ま

ず

「
微

粒
子

」

と

し

て

登
場

し

て

い

る

。

周

囲

の

大

気

も

、

全

宇

宙

も

物

質

的
－

精

神

的

な

微

粒

子

モ

ナ

ド

に

満

ち

満

ち

て

い

る

。

モ

ナ

ド

は
、

そ

の

そ

れ

ぞ

れ

が

生

き

た

有

機

的

な

心

的

な

性

格

に

お

い

て

、

宇

宙

の
多

を

そ

の

都

度

或

る

限

定

さ

れ

た

仕

方

で

表

出

し

、

こ

れ

に

よ

り

宇

宙

全

体

と

一

致

せ

し

め

ら

れ

て

い

る
。
「

モ

ナ

ド
」

は

賢

治

得

意

の

語

法

で

あ

っ

た
が

、
次

の

よ

う
な

一

連

の

語

と

自

由

自

在

に

言
い
換
え
ら
れ
て
い
る
：
「
光
素
」
、
「
分
子
」
、
「
原
子
」
、
「
ア
ト
ム
」
、
「
電

子

」
、
「

真

空
」
、
「

コ

ロ

イ

ド

」
、
「
極

微

」
、
「
微

塵

」
。

こ

の

う

ち

最

後

の

「
極

微

」

と

「

微

塵

」

は
、

元

々

仏

教

で

微

小

な
不

可

視

の

物

質

を

意

味

し

、

始

め

の

「
光

素

」

か

ら

「

コ

ロ
イ

ド

」

ま

で

は
自

然

科

学

か

ら
取

ら

れ

た

術

語

で

あ

る
。

と
こ
ろ
で
、
「
モ
ナ
ド
」
は
、
ギ
リ
シ
ア
語
の
■
（
一
な
る
も
の
）

を

語

源

と

し

、

そ

れ

自

体

は

既

に

ピ

タ
ゴ

ラ

ス
や

新

プ

ラ

ト

ン

主

義

、

さ

ら

に

は

ル

ネ

サ

ン

ス

の

ブ

ル

ー

ノ

、

フ
ァ

ン
・

ヘ

ル

モ

ン

ト

等

に

お

い

て

見

る

こ

と

が

で

き

る

が

、

「

モ

ナ

ド

」

概

念

を

基

に

独

創

的

で

体

系

的

な

形

而

上

学

を

樹

立

し

た

の

は

、

ラ

イ

プ

ニ

ッ

ツ

で

あ

る

。

ラ

イ

プ

ニ

ッ

ツ

が

最

晩

年

に

、

自

ら

の

哲

学

体

系

の

概

要

を

箇

条

書

き

に

ま

と

め

た

無

題

の

短

編

は

、

後
に
「
モ
ナ
ド
ロ
ギ
ー
の
諸
命
題
」
と
呼
び
慣
わ
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
そ

の

第

一

命

題

に

は

、

「

わ

れ

わ

れ

が

こ

こ

で

語

る

モ

ナ

ド

と

は

、

複

合

体

の

な

か

に

入

っ

て

い

る

単

純

な

実

体

の

こ

と

に

ほ

か

な

ら

な

い

の

で

あ

る

。

そ

し
て
単
純
と
は
部
分
が
な
い
と
い
う
謂
い
で
あ
る
」
（
Ｍ
ｏ
ｎ
ａ
ｄ
ｏ
ｌ
ｏ
ｇ
ｉ
ｅ
,

§
1
)
と
宣
言
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

不

可

分

の

モ

ナ

ド

に

は

誕

生

も

死

滅

も

な

く

、

た

だ

生

命

体

の

身

体

を

構

成

し

て

い

る

モ

ナ

ド

の

、

そ

の

数

の

増

加

ま

た

は

減

少

が

あ

る

の

み

で

あ

る

。

モ

ナ

ド

は

自

己

の

う

ち

に

世

界

全

体

を

知

覚

・

表

出

す

る

活

き

た

「

永

続

的

な
鏡
」
で
あ
り
（
ｍ
ｉ
ｒ
ｏ
ｉ
ｒ
　
ｖ
ｉ
ｖ
ａ
ｎ
ｔ
　
ｐ
ｅ
ｒ
ｐ
ｅ
ｔ
ｕ
ｅ
ｌ
　
ｄ
ｅ
　
Ｔ
ｕ
ｎ
ｉ
ｖ
ｅ
ｒ
ｓ
）
、
そ
の
表

出

作

用

の

判

明

度

に

応

じ

て

個

別

化

さ

れ

る

。

す

べ

て

の

モ

ナ

ド

は

、

簡

単

な

生

物

か

ら

植

物

、

動

物

、

人

間

を

経

て

神

に

い

た

る

、

ひ

と

つ

の

連

続

的

な

系

列

を

形

成

す

る

。

こ

の

よ

う

な

ラ

イ

プ

ニ

ッ

ツ

の

モ

ナ

ド

概

念

に

沿

い

つ

つ

も

、

賢

治

は

自

ら

の

モ

ナ

ド

に

物

質

・

延

長

的

性

格

を

は

っ

き

り

帰

属

せ

し

め

て

い

る

。

し

た

が

っ

て

賢

治

で

は

、

「

モ

ナ

ド

」

は

常

に

「

小

さ

い

」

と

い

う

連

想

を

伴

い

、

そ

れ

ゆ

え

「

微

粒

子

」

・

「

微

塵

」

・

「

極

微

」

で

あ

っ

た

し

、

ま

た

物

体

・

物

質

概

念

で

あ

る

デ

モ

ク

リ

ト

ス

流

の

「

ア

ト

ム

」

と

も

言

い

換

え

ら

れ

て

い

た

。

こ

れ

は

賢

治

の

不

注

意

な

ど

で

は

な

く

、

「

ア

ト

ム

」

の

物

体

性

を

知

り

な

が

ら

、

敢

え

て

そ

れ

に

と

ら

わ

れ

ず

「

モ

ナ

ド

」

に

換

え

た

、

と



思
わ
れ

る
。
こ

れ
に
対

し
ラ
イ

プ
ニ
ッ
ツ
の

モ
ナ
ド
で
は
、
「
不
可
分
で

部

分
を
も
た
ぬ
」
と

い
う
こ
と
が
主
眼
で

あ
り
、
そ
れ
は
延
長
性
を
持
た
ぬ
以

上
、
大
で
も
小

で
も
な
く
、
し
た
が

っ
て
ま
た
と
く
に
微
細
で
あ
る
必
要

も

な
か

っ
た
の
で
あ
る
。

ち
な
み

に
、
当
時
既
に
モ
ナ
ド
の
訳
語
と
し
て
「
単
子
」
が
流
布
し
て

い

た
が
（
例
え
ば
波
多
野
精
一
『
西
洋
哲
学
史
要
』
(
1
9
0
1
）
も
「
単
子
」
を

採
用

し
て

い
る
）
、
し

か
し
そ

れ

に
よ

っ
て

モ
ナ
ド

は
、
物
質

的
な

「
原

子
」
と
混
同
さ
れ
る
恐
れ
が
な
い
と
は
い
え
な

い
。
そ
の
点
、
賢
治
は
（
そ

し
て
次
章
で

述
べ
る
大
西
祝
も
）
「
モ
ナ

ド
」
と

い
う
音
訳
で
通
し
て

お
り
、

彼
の
判
断
の
確
か
さ
が
窺
わ
れ
る
。

Ⅱ
　
大
西
祝
『
西
洋
哲
学
史
』
に
お
け
る

ラ

イ

プ

ニ

ッ
ツ

解

釈

賢
治

は
「
モ
ナ
ド
」

に
つ
い
て
そ
も
そ
も
何
処

か
ら
知
識
を
得

た
の
だ
ろ

う

か
。
そ

れ
は
、

ラ
イ
プ

ニ
ッ
ツ
の
原
典
で

は
な
く
、
小
野
隆
祥
、
原
子
朗

氏
ら
に
よ
れ
ば
、
大
西
祝
著
『
西
洋
哲
学
史
』
（
１
９
０
３
／
０
４
）
で
あ
り
、
賢

治

は
こ
れ

を
盛
岡
中
学
、
盛
岡
高
等
農
林
時
代

に
愛
読
し

、
こ
れ

に
影
響

さ

れ
て
す
ら

い
た
と

い
う
。
そ
う
言
え
ば

『
春
と
修
羅
』

の
中
だ
け
で
も
、

ほ

か
に
「
ア
ト
ム
」
、
「
本
体
論
」
、
「
現
象
」
等
の
哲
学
的
術
語
が
散
見
さ
れ

る

の
で
あ

る
。

『
西
洋

哲
学

史
』

は
、
大
西

の
東

京
専
門

学
校

に

お
け

る
講
義

（
１
８
９
１
-

１
８
９
８
年
）
が
弟
子
綱
島
栄
一
郎
等

に
よ
り
口
述
筆
記
さ
れ
、
一
九
〇
〇

年
大

西

が

三

六

歳

で

病

没

し

た
後

に
、

全

集

の

第

三

、

四

巻

と

し
て

編

集

・

出

版

さ

れ

た

も

の
で

あ

る
。

上

下

二

巻

一

一
〇

〇

頁

余

に

お

よ

ぶ

記

述

は

、

Ｊ
．

Ｅ
．
Ｅ
ｒ
ｄ
ｍ
ａ
ｎ
ｎ
等
を
参
照
し
て
い
る
と
は
い
え
、
日
本
人
に
よ
る
初
め
て

の

ア

カ
デ

ミ

ッ

ク
な

、

し

か

も
古

代

か
ら

近

代

ま

で

の

通

史

で

あ
り

、

緻

密

さ

に

お

い
て

も

抜

群

で

、

広

く
読

ま

れ
、

版

を
重

ね

た
。

「
ラ

イ

プ

ニ

ッ

ツ
」

に

つ
い

て

も

、

大

西

は

五

〇
頁

（
下
巻
、
1
4
9～
1
9
5
頁
）
近

く

を

費

や

し

、

彼

の

ソ
リ

ッ

ド

な
解

釈

を
展

開
し

て

い

る

。

し

か

し
同

時

に
、

そ

こ

に

は

ラ
イ

プ

ニ

ッ
ツ

解

釈
と

し

て

は

必
ず

し

も

問

題

な

し

と

は
し

な

い

点

も

含

ま

れ

て

お
り

、

賢

治

の

「

モ

ナ

ド
」

概

念

の

受

容

に
及

ぼ
し

た
影

響

が

い

く

つ

か
考

え

ら

れ

る

。
以

下

、
四

点

に

絞

っ
て

述

べ

て

お

こ

う
。

１
「
連
続
律
」
の
解
釈
：
大
西
は
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
「
連
続
の
法
則
」

（
ｌｅ
ｘ
　ｃ
ｏ
ｎ
ｔ
ｉｎ
ｕ
ｉ
）

を

重

視

、

そ

れ

が

単

に
数

学

的

で

は

な

く

、

宇

宙

に

お

け

る
全

存

在

者

に

関

わ
る

存

在
論

的

概
念

だ

と

い
う

こ

と

を
正

当

に
強

調

す

る
。

ど

の

モ

ナ
ド

も

「
宇

宙

の

鏡

」

で

あ

り

、
「
故

に

一

物

は

凡

べ

て

他

物

と

異

な

り

な

が

ら

又

必

ず

相

似

た
り

」
（
1
6
4
頁
）
。

こ

の

よ

う

に
諸

モ

ナ

ド

の

差

異

に
対

し

て
同

質

性

（
類

同

性
）

の
方

を

強
く

取

る
大

西

の

解

釈

は

、

お

そ

ら

く

賢

治

に

も

影

響

し

、

彼

の

モ

ナ

ド

ロ

ジ

ー

を

〈
全

存

在

者

間

の

類

比

〉

と

い

う

世
界

観

の
方

へ

吸
引

す

る

誘

因

と

な

っ

た
の

で

は

な

い

だ

ろ
う

か
。２

「
表

出

」

の

解

釈

‥
ラ

イ

プ

ニ
ッ

ツ

の

い

う

「
表

出

」（
ｅ
ｘ
ｐ
ｒ
ｉｍ
ｅ
ｒ
）

は

、

大
西

で

は

、

む
し

ろ

通

常

の

心

理

学

的

な
意

味

で

捉

え

ら

れ

て

お
り

、

存
在
論
的
に
解
さ
れ
た
「
力
」
（
v
i
s
）
、
す
な
わ
ち
世
界
の
多
様
を
表
象
し

一ジ口ドナモの治賢澤宮
Ｑ

り

４



つ

つ

統

一

す

る

よ

う

な

脱

自

的

衝

動

を

指

摘

す

る

の

で

は

な

い

。
「

恰

も

吾

人

が

事

物

を

想

念

す

と

い

ふ

は

我

が

心

の

中

に

多

な

る

も

の

を

表

現

す

る

の

謂

ひ

な

る

如

く

各

モ

ナ

ド

が

全

宇

宙

を

表

現

す

る

活

動

は

想

念

の

活

動

な

り

」
（
1
6
5頁

）
。

こ

れ

に

呼

応

し

て

「

世

界

」

も

、

超

越

論

的

で

は

な

い

、

経

験

的

な

想

像

力

に

よ

っ

て

思

い

浮

か

べ

ら

れ

た

世

界

像

に

過

ぎ

な

い

。

だ

が

ラ

イ

プ

ニ

ッ

ツ

は

、

表

出

す

る

モ

ナ

ド

存

在

の

そ

の

意

味

を

、

実

体

の

実

体

性

へ

の

問

い

の

上

で

捉

え

て

い

た

。

と

も

あ

れ

、

大

西

の

「

表

出

」

解

釈

に

接

し

た

賢

治

は

、

既

に

懐

胎

し

て

い

た

「

メ

ン

タ

ル

・

ス

ケ

ッ

チ

」

と

い

う

彼

の

方

法

論

に

自

信

を

深

め

た

に

相

違

な

い

。

な

ぜ

な

ら

賢

治

に

と

っ

て

実

在

と

は

、

彼

の

意

識

の

う

ち

に

そ

の

都

度

ア

ク

チ

ュ

ア

ル

に

思

い

浮

か

べ

ら

れ

た

も

の

、

す

な

わ

ち

「

心

象

」

に

他

な

ら

な

か

っ

た

か

ら

で

あ

る

。

３
「
予
定
調
和
」
の
解
釈
:
大
西
が
モ
ナ
ド
論
の
中
核
に
「
予
定
調
和
」

〈
ｌ
’ｈ

ａ
ｒ
ｍ

ｏ
ｎ
ｉｅ

　ｐ
ｒ
ｅ
ｅ
ｔａ
ｂ
ｌ
ｉｅ

）

を

見

据

え

て

い

る

の

は

正

し

い

。

だ

が

、

ラ

イ

プ

ニ

ッ

ツ

の

言

う

「
調

和

」

と

は

、

そ

こ

に

お

い

て

す

べ

て

の

存

在

者

が

関

係

し

あ

う

よ

う

な

世

界

の

存

在

論

的

構

造

（
ｌａ
　
ｌ
ｉａ
ｉｓ
ｏ
ｎ

　ｅ
ｔ
　
ｌ
’ｏ

ｒ
ｄ
ｒ
ｅ

ｄ
ｅ
ｓ
　ｃ
ｈ
ｏ
ｓ
ｅ
ｓ
）

を

意

味

す

る

の

に

対

し

、

大

西

は

「
調

和

」

を

「
円

満

完

全
と
い
う
経
験
的
な
語
彙
―
―
”
平
和
”
、
”
協
調
的
”
、
”
完
璧
”
云
々
の

意
―
―
で
呼
ぶ
（
1
8
6
頁
）
。
そ
の
う
え
「
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
は
人
と
為
り
調
和

を
好

め
り
」
（
同
頁
）
と
さ
え
言

っ
て

い
る
。

だ
が

ラ
イ
プ

ニ
ッ

ツ
自

身

に

お
い
て

「
予
定
調
和
」
は
、
日
常

に
お
け
る
友
好
的
関
係
と

か
、
近
づ
き
や

す

い
人
柄
な
ど
を
意
味
す
る
た
め
の
用

語
で
は
な
い
。
こ
う
し
た
大
西
の
心

理

学
的
な
い
し
道
徳
的
と
も
い
え
る
「
調
和
」

解
釈
は
、
し
か
し
賢
治
に
は

ポ
ジ
テ
ィ
ヴ
に
受
け
取
ら
れ
た
で
あ
ろ
う
。
賢
治
生
涯
の
理
想
は
、
宇
宙
の

生
き

と
し
生
け
る
も
の
の
幸
福
で
あ
り
、
そ
れ
は
賢
治
が
早
く
か
ら
傾
倒
し

た
法

華
経
に
も
沿
う
も
の
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

４
キ
リ
ス
ト
教
的
人
格
神
論
の
解
釈
：
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
モ
ナ
ド
論
を
通

じ

、
と
く
に
世
界
と
自
我
の
関
係
の
根
拠
と
し
て
決
定
的
な
役
割

を
は
た
し

て

い
る
の
が
、
彼
の
人
格
神
論
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
大
西

は
、
こ
の

キ
リ
ス

ト
教

的
伝
統
の
契
機
を
排
除
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
モ
ナ
ド
ロ
ジ
ー
の
全
体

系

を
ひ
と

つ
の
純
粋
に
論
理
的
に
一
貫
し
た
建
築
と
見
な
し

、
価
値
体
系
や

宗
教

等
の
面

に
は
さ
ほ
ど

考
慮
し
な
か

っ
た
。
か
く
し
て

、
大
西

は
、
ラ
イ

プ

ニ
ッ

ツ
の
モ

ナ
ド
論
を
、
一
種

の
「
美
術
的

結
構
」
（
1
9
2
頁
）、
「
美
術
趣

味
」
（
1
9
3
頁
）
等
と
呼

び
、
そ
こ
で
は
神

は
非

本
質
的
、
あ

る
い
は
余
計
で

す
ら
あ
る
と
断
定
す
る
。
こ
の
よ
う
な
大
西
の
脱
キ
リ
ス
ト
教
的
解
釈
は
、

し

か
し
仏
教
者
賢
治

（
そ
し
て
ま
た
当
時

の
日
本
人

の
多
く
）
に
と
っ
て
は

好
都
合
だ

っ
た
ろ

う
。
そ
の
お
か
げ
で
賢

治
は
、

ラ
イ
プ

ニ
ッ
ツ
に
共
感
し

て
も
、
そ
の
哲
学

の
背
後

に
あ
る
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
と
係

わ
り
あ
わ
ず
と
も

済
ん
だ
か
ら
で
あ
る
。

さ
て
「

モ
ナ
ド
」
と

い
う
語
は
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
だ
け
の
も
の
で
は
な
く
、

大
西

の

『
西

洋
哲

学
史
』

で
も
、
こ
の
他

「
ブ
ル
ー

ノ
」
の
項
（
下
巻
、
1
6

－
1
7
頁
）
に
も
、
短

い
な
が
ら
、
わ
れ

わ
れ

に
と
っ
て

重
要

な
記
述
が
見
え

る
。
し
か
も
賢
治

は
こ
の
箇
所
も
確
実

に
読

ん
で

い
た
。
再
び
小
野
隆
祥
氏

に
よ
れ
ば

、
『
銀
河
鉄
道
の
夜
』
の
主
人
公

カ

ム
パ
ネ
ル
ラ
の
名

は
大
西
の

本
書
か
ら
採
ら
れ
た
と
い
う
が
、
「
カ
ム
パ
ネ
ル
ラ
」
の
項
（
1
7
－
1
8
頁
）
は



実

に
「
ブ
ル
ー
ノ
」
の
項
に
直
続
し
て

い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
大
西

の
叙

述
を
見
れ
ば
、
賢
治
が
こ
れ
ら
に
つ
い
て
も
十
分
認
識
し
て

い
た
こ
と
は
既

に
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

Ⅲ
　

な

ぜ

「

モ

ナ

ド

」

な

の

か

―
―
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
と
賢
治
―
―

ラ
イ

プ

ニ

ッ

ツ

（
あ

る

い
は

ブ

ル
ー

ノ
）

の

モ

ナ
ド

論

の

な

か

で

、

賢

治

か
ら

見

て

最

も

積

極

的

な

意

義

を

も

っ
て

い

た
の

は

、

実

在

モ

ナ
ド

が

「
一

に
お
け
る
多
の
表
出
」
（
ｅ
ｘ
ｐ
ｒ
ｅ
ｓ
ｓ
ｉ
ｏ
　
ｍ
ｕ
ｌ
ｔ
ｏ
ｒ
ｕ
ｍ
　
i
n
 
u
n
o
）
と
し
て
規
定

さ

れ

る
と

い
う

議

論

で

あ

ろ

う

。

ど

の

個

体

モ

ナ
ド

も

自

己

の

う

ち

に

全

体

を

或

る
一

定

の

仕

方

で
代

表

す

る

「
宇

宙

の
鏡

」

な

の

だ

。

そ

う

し

た

モ

ナ

ド
に
は
「
窓
」
が
な
い
と
さ
れ
る
が
、
そ
れ
は
モ
ナ
ド
が
自
発
自
展
す
る
活

動

体
で

、
「
窓
」

を
要

し

な

い

こ
と

を

さ

し

あ

た

り

意
図

し

て

い

る

。

し

か

し

さ
ら

に

ハ
イ

デ

ッ

ガ

ー

の
画

期

的

な

解

釈

に
よ

り

、

モ

ナ
ド

に

は

空

間

的

な
意
味
で

は
内

も
外
も

な
く
、
む
し

ろ
そ
れ
は
既
に
世
界
へ
脱
自

的
ｅ
ｋｓ
ｔａ
-

ｔ
ｉ
ｓ
ｃ
ｈ
に
出
て
い
る
、
と
指
摘
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
モ
ナ
ド
的
自
我

は
自
身

の
う
ち

に
留
ま
る
の
で

は
な
く

、
は
じ

め
か
ら
自
身
を
脱
し
て
世
界

へ
曝
し
出

さ
れ
て
お
り
、
世
界
も
自
身

に
留
ま

る
の
で
は
な
く
、
自
我
の

う

ち
に
入
り
こ
ん
で

い
る
。

こ
の
よ
う
な

モ
ナ
ド
と
世
界
の
関
係

に
、
賢
治
が
好
感
を
覚
え
た
こ
と

は

自
然
で
あ
ろ
う
。
そ
う
し
た
賢
治
の

コ
ス
モ
ロ
ジ
ー
は
、
彼
と
華
厳
仏
教

の

係

わ
り
と

い
う
面

か
ら
も
浮
き
彫
り

に
さ
れ
よ
う
。
賢
治
と
い
え
ば
そ
の
法

華
経
信
仰
が
知
ら

れ
て
い
る
が
、
彼
自
身
は
「
華
厳
」

に
も
関

心
を
有
し
、

「
春
と
修
羅
　
第
二
集
」
の
な
か
で
こ
れ
に
文
字
通
り
言
及
し
て
い
る
。
モ

ナ
ド

の
脱
自

性
は
、
「
事
事
無
礙
」
－

現
象
界
の
諸
事
情

が
互

い
に
融
け

合

っ
て
さ
ま
た
げ
ず
、
一
即

一
切
と

な
っ
て
無
尽
に
縁
起
の
世
界

を
形
成
し

て

い
る
事
態
―

と

い
う
華
厳
の
根
本
思
想
に
対
応
す
る
。

大
部
の

『
華
厳
経
』
の
最

後
を
飾

る
「
入
法
界
品
」

に
は
、
菩
薩
行

を
学

ぼ
う
と
す
る
ス
ダ
ナ
童
子
に
、
王
女
マ
イ
ト
ラ
ー
ヤ
ニ
ー
が
示
し
た
宮
殿
の

光
景
が
描
か
れ
て
い
る
：
「
ひ
と
つ
ひ
と
つ
の
壁
の
中
に
、
一
本
一
本
の
柱

に
、
ひ
と
つ
ひ
と
つ
の
円
い
鏡
の
中

に
、
そ
の
鏡
に
う
つ
る
ひ
と
つ
ひ
と
つ

の
姿
の
中
に
、
…
…
森
羅
万
象

の
世
界
と
と
も
に
、
…
…
遂

に
完
全

に
平
安

な
境
地
（
般
涅
槃
）

に
達
す

る
次
第
が
、
影
像
に
よ
っ
て
示

さ
れ
て

い
る
の

が
見
え
た
」
。
一
々
の
も
の
が
自
ら
の
う
ち
に
他
（
＝
多
）
を
「
鏡
」
の
よ
う

に
映

し

出

し

て

重

々
無

尽

で

あ

り

、
事

事

無

礙

だ

と

い

う
事

態

は

、
個

体

モ

ナ

ド
が

宇

宙

の

「
鏡

」

と

し

て

他

（
＝
多

）

を

映

し

出

し
て

い

る

と

い

う
事

態

に
対

応

し

て

い

る
。

こ

う

し

た

一

即

一
切

（
ラ

イ

プ

ニ
ッ

ツ

ふ

う

に

い
え

ば

、

個

ｉｎ
ｄ
ｉｖ
ｉ
ｄ
ｕ
ｕ
ｍ

は

小

宇

宙

ｍ

ｉｃ
ｒ
ｏ
ｃ
ｏ
ｓ
m
o
ｓ

で

あ

る
）

と

い

う

考

え

方

は
、

ま

た

『
銀

河

鉄

道

の

夜

』

等

に
出

て

く

る

「
本

で
で

き

た
本

」

つ

ま
り
、
「
一
」
冊
の
中
に
「
多
」
数
、
ま
た
は
「
全
て
」
の
本
の
入
っ
た
本

に
具
象
化
さ
れ
て
い
る
と
も
い
う
。
そ
し
て
そ
の
原
型
は
、
華
厳
経
で
い
う

「
イ

ン
ド
ラ
の
網
の
明
珠
」
で

あ
ろ
う
と
も
言
わ
れ
る
。

と
こ
ろ
で
、
賢
治

の
モ
ナ
ド
ロ
ジ
ー
は
必
ず
し
も
西

洋
哲
学
か
ら
で

は
な

く
、
賢
治
が
予
め
華
厳
経
等
の
仏
教
思
想

か
ら
刺
激
を
受
け
着

想
し
て

い
た

一ジ卩ドナモの治賢深宮１
｛
ｂ



も

の

で

、
「

モ

ナ

ド
」

と

い

う

名

の

み

を

採

用

し

た

に
過

ぎ

な

い

と

す

る

見

方

も

可

能

か

も

し

れ

ぬ
。

た

と

え

ば

、

吉

見

正

信

氏

は

、

賢

治

は

「

モ

ナ

ド
」
を
一
九
二
二
年
頃
に
ー
ー
［
し
か
し
そ
れ
で
は
賢
治
は
二
六
歳
の
と
き

ま

で

「

モ

ナ

ド
」

な

る

観
念

を

知

ら

な

か

っ

た

と

い

う

こ

と

に

な

っ
て

し

ま

う
の
だ
が
]
―
―
知
る
が
、
そ
れ
以
前
に
、
モ
ナ
ド
ロ
ジ
ー
に
相
当
す
る
思

考

を

「

全

く
独

創

的

に
」

身

に
つ

け

て

お

り

、
後

か
ら

「

ふ
と

理

論

づ

け

ら

れ
た
《
モ
ナ
ド
》
が
視
野
に
入
っ
て
き
た
に
過
ぎ
な
い
」
と
断
定
し
て
お
ら

れ
る
。
だ
が
、
中
学
時
よ
り
大
西
の
著
書
等
か
ら
西
洋
哲
学
に
親
し
ん
で
い

た

事

実

に
鑑

み

れ

ば

、

賢

治

は

早

く

か

ら

西

洋

の

「

モ

ナ

ド
」

概

念

を

吸

収

し

、

こ

れ

を

ま

た

華

厳

等

の

モ

テ

ィ
ー

フ
と

自

在

に
結

合

し

な

が

ら

、

彼

独

自

の

宇

宙

論

的

と

も

い

え

る

モ

ナ

ド

論

を

形

成

し

て

い

っ
た

、

と

考

え

る

の

が

穏

当

で

あ

ろ

う

。

Ⅳ
　

賢

治

独

自

の

モ

ナ

ド

ロ

ジ

ー

―
―
「
心
象
」
概
念
に
見
え
る

ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
へ
の
親
近
と
差
異
―
―

賢

治

が

自

分

の

詩

作

方

法

と

し

て

標

榜

し

続

け

た

「

心

象

ス

ケ

ッ

チ
」

ｍ
ｅ
ｎ
ｔａ
ｌ
-ｓ
ｋ
ｅ
ｔｃ
ｈ

と

は

、

彼

が

「

心

象

」

と

呼

ぶ

、

そ

の

都

度

意

識

に

立

ち

現

わ

れ

た

表

象

像

を

あ

り

の

ま

ま

に

描

く

こ

と

を

意

味

す

る
。

賢

治

に

と

っ
て

、

心
象

こ

そ
が

「
そ

の

ま

ま

」

実

在

世

界

の
風

景

だ

か
ら

で

あ

る
。

心

象

は
、

論

理

的

な
悟

性

機

能

、

意

味

付

与

、

可

能
不

可

能

の

判

別

が

加

わ

る

以

前

の

、

最

初

の

ま

っ
た

く

生

の

イ

マ

ー

ジ

ュ
で

あ

る

。

賢

治

は
こ

れ

を

即

座

に

メ
モ

に

書

き

付

け

て

は

、
詩

作

の
素

材
と

し

た

の

だ

っ
た
。

賢

治

に

と

っ
て

、

心

の
内

な

る

「

心
象

」

が
そ

の

と

お

り

の
世

界

で

あ

る

と

す

れ

ば

、

た

し

か

に

そ

こ

に

は

一
方

で

天

台

や

華

厳

な

ど

で

い

う

「
一

念

三

千

」

や

「

三
界

唯

心
」

と

の

、
ま

た
他

方

で

「
宇

宙

の
鏡

」

た

る

モ

ナ
ド

の

知

覚

作

用

（
ｐ
ｅ
ｒ
ｃ
ｅ
ｐ
ｔ
ｉｏ
ｎ

）

と

い

う

思

想

と

の

連

関

も

改

め

て

認

め

ら

れ
よ
う
。
「
心
象
ス
ケ
ッ
チ
」
は
、
さ
ら
に
童
話
に
も
適
用
さ
れ
、
「
四
次

元

」

や

「

異

空

間

」

と

い

う

コ

ン

セ

プ

ト

と

も

連

関

し

て

ゆ

く

。
「

そ

れ

［

＝

心

象

］

は

、

ど

ん

な

に
馬

鹿

げ
て

い

て

も

、

難

解

で

も

必

ず

心

の

深

部

に
於

い
て

万

人

の

共

通

で

あ

る
。

卑

怯

な

成

人

た

ち

に
畢

竟

不

可

解

な

丈

で

あ
る
」
。
賢
治
は
、
現
実
世
界
と
は
別
の
世
界
が
存
在
す
る
と
信
じ
て
い
た

し
、
亡
く
な

っ
た
妹
も
「
別
の
世
界
」

に
生
き
っ

づ
け
、
な
ん
ら
か
の
仕
方

で

交
信

が
可

能
と
さ
え
考
え
て

い
た
。
『
銀
河

鉄
道
の
夜
』

に
お

い
て

、
カ

ム
パ
ネ
ル
ラ
の
死
を
悲
し
む

主
人
公

ジ
ョ
ヴ
ァ
ン
ニ
が
天
空
を
旅
し
て

見
聞

き
し
た
も
の
は
、
即
「
異
空
間
」

の
体
験
で

あ
り
、
世
界
の
四

次
元
性

の
そ

れ
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
三
千

世
界

、
事
事
無
礙
の
体
験
で
あ
る
と
と
も
に
、

ま
た
ラ
イ
プ

ニ
ッ
ツ
の
「
可

能
世
界
」
の
議
論
を
も
連
想
さ
せ
る
。
実
際
、

ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
『
弁
神
論
』
最
終
部
に
お
い
て
、
女
神
パ
ラ
ス
は
テ
オ
ド

ル
に
、
「
よ
く
似

た
セ
ク
ス
ト

ウ
ス
達
」
が
居

る
の
を
覗
け

る
多
く
の
部
屋

が
、
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
状
に
連

な
っ
て

い
る
光
景
を
示
す
の
で

あ
る
。
た
だ
し
ラ

イ

プ

ニ
ッ
ツ
が
無

数
の
可

能
的
世
界
と

い
う
議
論
を
提
示

す
る
の

は
、
「
偶

然
」

概
念

に
論
理

的
な
実
質

を
与
え
る

た
で

あ
り
、
「
別
世

界
」
や
「
ユ
ー

ト
ピ
ア
」

な
る
も

の
が
実
在
す
る
と
主
張
す
る
た
め
で

は
な

い
。
賢
治
の
場

5
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合

も

、

別
世

界

の
実

在

よ
り

、

む

し

ろ

こ

の
現

実
世

界

に
照

準

が

定

め

ら

れ

て

い
る

の

で

は

な

い

か

。

ジ

ョ
ヴ

ァ

ン

ニ
に

し

て
も

銀

河

旅

行

か

ら

こ

の

現

実

世

界

へ
戻

り

、
あ

ら

ゆ

る

人

間

の

た

め

に

幸

福
を

探

そ

う

と

決

心

し

、

夢

か

ら

醒

め

る

の

で

あ

る

。
賢

治

も

ラ

イ

プ

ニ

ッ
ツ
も

、

単

な

る

書

斎

の

デ

ィ

レ

ッ

タ
ン

ト

で

は

な

く

、

す

ぐ

れ

て

実

践

の

人

で
も

あ

っ
た

こ

と

が

想

起

さ

れ

て

よ

い

。

し

か
し

な

が

ら

、

い

ま

わ

れ

わ

れ

は

「
心

象

」
概

念

を

め

ぐ

っ
て

、

よ

り

本

質

的

な
問

題

に

関

し

て

、

賢

治

が

ラ

イ

プ

ニ
ッ

ツ

と

一

線

を

画

し

て

い
る

、

そ

の

所
以

に

つ

い

て

見

な
け

れ

ば

な

ら

な

い

。

ま

ず

、
意

識

の
内

的

領
域

と

し

て

の

「
心

象

」

は
、

ラ

イ

プ

ニ

ッ
ツ

の

術

語
で
は
、
「
現
象
」
、
あ
る
い
は
「
観
念
」
（
i
d
e
a
）
等
に
含
ま
れ
る
か
と
思

わ

れ

る

。

し

か

し
予

め

言

え

ば

、
周

囲

世
界

そ

の
も

の

で
あ

る

「
心

象

」

は

、

同

一

律

に
も

矛

盾

律

に

も

拘

束

さ

れ

な

い
も

の

で

あ

る

が

、

ラ

イ

プ

ニ

ッ

ツ

で

は
、

そ

の

よ

う

な

賢

治

の

い

う

「
心

象

」

は

、

実

は

「
想

像

的

現

象

」

（
ｐ
ｈ
ａ
ｅ
ｎ
ｏ
ｍ
ｅ
ｎ
ｏ
ｎ
　
ｉｍ

ａ
ｇ
ｉｎ
ａ
ｒ
ｉ
ｉｓ
）

と

し

か

呼

べ
ず

、

と

う

て

い

「
実

在

的

現

象

」
（
ｐ
ｈ
ａ
ｅ
ｎ
ｏ
ｍ

ｅ
ｎ
ｏ
ｎ
　ｒ
ｅ
ａ
ｌ
ｉｓ
）

た

り

得

な

い

、

と

見

な

さ

れ

た

は

ず

の

も

の

で
あ

る

。

い

ま

見

た

「
可

能

的

世

界

」

の

概

念

に

し

て

も

、

そ

の

内
部
の
構
成
要
素
は
相
互
に
「
無
矛
盾
」
（
c
ｏ
ｍ
ｐ
ａ
ｔ
ｉ
ｂ
ｌ
ｅ
）
で
な
け
れ
ば
な

ら

な

い

。

ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
で
は
、
そ
も
そ
も
真
理
の
本
性
は
、
｛
S
 
e
s
t
 
P
}
な
る
判

断

に

お

け

る
ｓ

と
Ｐ

の

結

合

に

関

し

て

見

ら

れ

る

。
真

な

る

命

題

は

、

そ

れ

ぞ
れ
ｓ
と
Ｐ
の
結
合
を
正
当
化
し
、
確
実
に
す
る
よ
う
な
「
理
由
」
（
r
a
-

t
ｉ
ｏ
）
を
も
た
ね
ば
な
ら
な
い
。
真
理
は
こ
こ
に
確
実
性
（
Ｇ
ｅ
w
ｉ
s
s
ｈ
ｅ
ｉ
ｔ
）

と

い

う

性

格

を

得

る

。

Ｓ

と
Ｐ

の

「
結

合

」

は

、

Ｓ
概

念

を
分

解

・
分

析

し

て
Ｐ

の
内

在

を

示

す

こ

と

に

よ

っ
て

「
確

実
」

と

な

る

。

そ

の

分
析

は
、

同

一
律
と
矛
盾
律
に
基
づ
い
て
行
わ
れ
る
。
か
く
て
ラ
イ
プ
二
ッ
ツ
で
は
、
分

析

ａ
ｎ
ａ
ｌｙ
ｓ
ｉｓ

に

基

づ

い
て

、

真

な

る
概

念

（
実

在

的
現

象

）

を

偽

な

る
概

念

（
想

像

的

で

し

か

な

い
よ

う

な
現

象

）

か
ら
区

別
す

る

こ
と

に

、
重

点

が

お

か

れ

る

。

そ

う

い

う

実

在

的
現

象

と

は
、

ま

ず

可

能

（
矛

盾

、

整

合
的

）

で

あ

り

、

そ

し

て

さ

ら

に

対

象
関

係

的

で

な

け

れ

ば

な
ら

な

い

。

ラ

イ

プ

ニ
ッ

ツ

の

言

う

「
現

象

」

と

は

ど

ん

な

性
質

の

も

の

か

、
も

う

少

し
立
ち
入
っ
て
お
こ
う
：

１
．

ラ

イ

プ

ニ
ッ

ツ

は
、
『
実

在

的

な

現

象

を

想

像

的

な
現

象

か

ら
区

別

す
る
方
法
に
つ
い
て
』
と
題
す
る
論
文
に
お
い
て
、
或
る
現
象
は
、
そ
の
内

容

を

論

理

的

に

分

析

し

て

「
矛

盾

」

が

見

い

だ

さ

れ

な

け

れ

ば

、
「
可

能

」

で

あ

り

、

実

体

モ

ナ
ド

に
対

応
す

る
こ

と

が

出

来

る

と

い

う
前

提

に

立
ち

、

実

在

的

現

象

の

メ

ル

ク

マ
ー

ル

に

つ

い
て

説

明

し

て

い

る

。

そ

れ

に

よ
れ

ば

、

現
象
が
「
実
在
的
」
で
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
る
に
は
、
（
イ
）
印
現
象
そ
の
も
の
か

ら
、
（
ロ
）
先
行
、
お
よ
び
帰
結
す
る
現
象
か
ら
、
と
い
う
ふ
た
つ
の
場
合
が
あ

る
が
、
（
イ
）
は
具
体
的
に
は
、
次
の
三
つ
の
ケ
ー
ス
を
含
む
：
す
な
わ
ち
、
（
１
）

そ

の

現

象

が

「
生

き

生

き

と

し

た
」
（
光

、

色

、

熱

な
ど

の

よ

う

な
性

質

）

と
し
た
と
き
、
（
２
）
「
多
重
的
」
な
と
き
（
諸
性
質
が
多
様
な
た
め
に
、
も
っ

と

多

く

の

実

験

や

観

察

を

誘
発

す

る
よ

う

な

と

き

。

こ

う

し

た

観

察

は
、

夢

、

記
憶
、
空
想
な
ど
で
は
起
こ
り
得
な
い
）
、
（
３
）
「
調
和
的
」
な
と
き
（
一
連

一ジロドナモの治賢澤宮Ｑ

り

５



の
諸
現
象
が
相
互

に
、
ま

た
は
十

分
に
単
純
な
共

通
の
仮
説

か
ら

説
明

さ
れ

る
よ
う
な
と
き
）
で
あ
る
。
し
か
し
（
イ
）
は
（
ロ
）
に
究
極
的
に
は
還
元
さ
れ
る
か

ら
、
（
ロ
）
の
ほ
う
が
よ
り
重
要
だ
と
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
は
結
論
す
る
。
或
る
現
象

を

「
実
在

的
」
と
判
定
さ
せ

る
も

の
は
、
他
の
現
象
と
の
論
理
的

な
整

合
的

な
関
係
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
も
し
或
る
現
象
が
上
の
い
ず
れ
の

条

件
も
満
た

さ
な
け

れ
ば
、
そ
れ

は
疑

わ
し
い
も
の
と
な

る
。
「
羽

の

は
え

た
馬

に
跨

が
っ
て
空
を

か
け

る
人
間
」

の
ご
と
き
を
見
る
と
す
れ
ば

、
そ
も

そ
も

わ
れ

わ
れ
が
夢
を
み
て

い
る
の

か
、
目
覚

め
て

い
る
の
か
す
ら
も
疑

わ

し
い
も
の
と
な
ろ
う
。
だ
が
賢
治
に
と
っ
て
は
、
わ
れ
わ
れ
に
出
会
わ
れ
る

現
象
、
即
ち
心
象
が
オ
リ
ジ
ナ
ル
で
生
き
生
き
と
し
て
い
る
か
ぎ
り
、
そ
れ

が
矛
盾
を
含
む
か
否

か
、
あ
る
い
は
わ
れ
わ
れ
が
夢
見
て
い
る
か
目
覚
め
て

い
る
か
等
は
、
ど
ち
ら
で

も
よ
い
と
言
え
よ
う
。

２

．
ラ
イ
プ

ニ
ッ
ツ
一
六
八
四

年
の
論
文

『
認
識
、
真
理
、
及

び
観
念
に

つ
い
て
の
省
察
』
で
は
、
真
な
る
概
念
の
基
準
に
つ
い
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
。

そ

の

要

は

、

対

象

関

係

的

な

、

完

全

な

概

念

と

は

、
"
ｃ
ｏ
ｇ
ｎ
ｉｔ
ｉｏ
　ｃ
ｌａ
ｒ
ａ

ｄ
ｉｓ
ｔ
ｉｎ
ｃ
ｔ
ａ
　ａ
ｄ
ａ
ｅ
ｑ
ｕ
ａ
ｔ
ａ
”
で

あ

り

、
「
十

全

」

と

は

、

概

念

の

部

分

の

間

に
矛
盾
が
な
く
、
論
理
的
に
整
合
的
―
調
和
的
な
関
係
が
確
認
さ
れ
る
よ
う

な

認

識

を

指

す

、

と

い

う

論

点

で

あ

る

。

つ

ま

り

、

デ

カ

ル

ト

の

「
明

晰

判

明

」

知

の
原

理

は
不

十

分

で

、

彼

の

本

体

論

的

な

神

の
存

在

証

明

に

し

て

も

、

そ

う

い
う
（
神

な

る
）

概

念

が

「
可

能

」

で

あ

る

こ

と

を

前

以

て

吟

味

し

て

お

く

べ

き

だ

っ
た
、

と

ラ

イ

プ

ニ
ッ

ツ

は

批

判
す

る

。

わ
れ

わ

れ

が

自

明

で

あ
る
か
の
よ
う
に
用
い
て
い
る
概
念
（
例
：
「
最
大
速
度
の
運
動
」
）
と
雖

も

、

じ

つ
は

矛

盾

を

含

み

、

実

在

の

対
象

を

指

し

て

は

い

な

い

か

も

知
れ

な

い
の

で

あ

る

。

か

く

て

、

わ

れ

わ

れ

は

、
賢

治

の

「
心

象
」

と

ラ

イ
プ

ニ

ッ

ツ

の

「
現

象
」

概

念

と

の

間

の

一
層

深

い
差

異

に
気

づ

く

。

心

象

ス

ケ

ッ

チ

が
主
題
化
し
て
い
る
の
は
、
ま
だ
い
か
な
る
論
理
的
判
断
｛
S
 
e
s
t
 
P
}
も
、

ま

た

概

念

分
析

も

、

さ

ら

に

ま

た

主
観

と

客

観

の

（
反

省

的
）

分

裂
も

起

き

て

お
ら

ず

、

ま

た
起

き

な

い
で

あ
ろ

う
、

そ

う

し

た
も

っ
と

根

源

的
な

次

元

な

の
で

あ

る
。

３

．

さ

ら

に

ラ

イ

プ

ニ

ッ
ツ

の

「
現

象

」

概

念

か

ら

は
、

そ

こ

で

常

に

「
主
観
―
客
観
―
関
係
」
と
い
う
こ
と
が
抜
き
が
た
く
前
提
さ
れ
て
い
る
こ

と

が

看

取

さ
れ

る
。

一

六

九

五

年

の

論

文

『
新

説
』（
Ｓ
ｙ
ｓ
ｔｅ
ｍ
ｅ
　ｎ
ｏ
ｕ
ｖ
ｅ
ａ
ｕ
.

Ｇ
Ｐ
.Ｉ
Ｖ
４
７
７
-
８
７
）

の

な

か
で

、

自

発

的

な

無

窓

の

モ

ナ

ド

は

、

外
界

か
ら

印

象

を

受

け

入

れ

る

必

要

は

な

く

、

そ

れ
自

身

の
中

に

（
ア

プ

リ

オ

リ

に
）

含
ま
れ
て
い
る
内
容
を
外
へ
映
し
出
す
、
つ
ま
り
「
表
―
出
」
（
e
x
-
 
＋

p
r
i
m
e
r
e
）
す
る
の
み
で
あ
る
こ
と
が
言
明
さ
れ
る
。
そ
れ
で
い
て
こ
の
自

己
―
表
出
は
、
主
観
（
意
識
の
内
的
領
域
）
―
客
観
（
外
的
対
象
界
）
―
関

係
の
な
し
崩
し
を
意
味
し
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
自
己
―
展
開
は
、
ま
さ
に
、

そ
れ
に
よ
っ
て
主
観
―
客
観
―
関
係
が
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
分
節
さ
れ

る
と
い
う
仕
方
で
遂
行
さ
れ
る
。
つ
ま
り
主
観
ー
客
観
―
関
係
は
、
表
象
作

用
そ
の
も
の
と
同

時
に
生
じ
て

お
り
、
そ
れ
ゆ
え
現
象
概
念
に
本
質

的
に
属

し
て

い
る
。
か
か
る
意

味
に
お
い
て

、
自
己
展
開
モ
ナ
ド
と
雖

も
、
デ
カ
ル

ト
か
ら

カ
ン
ト
を
経
て

フ
ッ
サ
ー
ル
に
ま
で
至
る
、
近
世

の
主

観
性
の
哲
学

の
系
譜
に
属
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。



結

語
　

東

洋

的

思

惟

へ

の
展

望

―
―
賢
治
の
「
自
我
」
概
念
に
よ
せ
て
―
―

さ
て

わ
れ

わ
れ

は
、
賢

治
独
特

の
モ

ナ
ド

ロ
ジ

ー
に
お
け

る
、

ラ
イ

プ

ニ
ッ
ツ
的
「
鏡
映
」
や
「
現
象
」
概
念
へ
の
こ
う
し
た
近
さ
と
遠
さ
、
あ
る

い
は
同
一
と
差
異
と

い
う
揺
ら
ぎ
が
、
そ
れ
自
体
何

に
基
づ

い
て

い
る

か
に

つ

い
て
、
見
通
し
を
最
後

に
つ
け
て

お
か
ね
ば
な
ら
な

い
。

西
田
幾
多
郎
は
、

主
観
と
客
観
、
精
神
と
物
質
等
と
い
う
対
立
を
、
彼
の

根
源
的
で
直
接
的
な

「
純
粋

経
験
」

か
ら
出
発
し
て
、
統
一
し
克
服
せ
ん
と

す

る
。
賢

治
一
五

歳

の
一
九

一
一
年

に
出
た

『
善

の
研
究
』

に
よ

れ
ば
、

「
純
粋
経

験
」

と
は
、
範
疇
機

能
や
論
理
的
判
断
が
ま

だ
付

け
加

わ
ら
ぬ
よ

う
な
根
源
的
な
”
生
の
”
経
験
の
こ
と
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
の
意
識
状
態
を

直
接

に
経
験
す

る
な
ら
、
そ
こ
に
は
主
観
も
客
観
も
含
ま
れ
て

い
な
い
。
こ

の
と
き
知
（
主
観
）

は
知
ら
れ
た
も

の
（
客

観
）
と
完
全

に
一
致
す

る
。

そ

の
よ
う

な

経
験

の
状
態

こ
そ
西

田

は
理

想
的

な
経

験
と

見
る
。
「
純
粋

経

験
」

に
近

い
哲
学

と
し
て
西

田
自
身

ジ
ェ
ー

ム
ズ
の
名

を
あ
げ

て

い
る
が

（
も
っ
と
も
こ

れ
か
ら

”影
響
”
を
受
け

た
可

能
性
は
西
田

は
否
定
し
て

い

る
）
、
両

者
に
共
通

す
る
の
は
、
直
接

的
で

純
粋
な
経
験

に
お

い
て

は
、
ま

だ
い
か
な
る
判
断
｛
Ｓ
は
Ｐ
で
あ
る
｝
も
、
意
味
付
与
も
起
き
て
お
ら
ず
、

ま
た
い
か
な
る
主
観
―
客
観
―
差
異
も
経
験
さ
れ
て
は
い
な
い
と
い
う
発
想

で

あ

る
。

賢

治

自

身

も
西

田

、

ジ

ェ

ー

ム
ズ

、

そ

し

て

ベ

ル

ク

ソ

ン
の

「

生

の
哲
学
」
を
知
っ
て
い
た
。
ジ
ェ
ー
ム
ズ
に
は
、
さ
ら
に
、
心
の
不
死
、
宇

宙
意

識
の
存
在
、
ア

ニ
ミ
ズ
ム
、
死
者
と
の
交
信
可

能
性
の
肯
定
等
、
賢
治

と
共

有
す
る
モ
テ
ィ

ー
フ
が
多

い
。

し
か
し
賢
治

に
は

さ
ら
に
固
有
な
考
え
が
あ
る
こ
と
に
、
注
意
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
「
自
我
―
理
解
」
に
関
し
て
で
あ
る
。
『
春
と
修

羅
』
「
序
」
の
冒
頭
に
こ
う
宣
言
さ
れ
て
い
た
：

わ
た
く
し
と

い
ふ
現
象
は

仮
定

さ
れ
た
有
機
交
流
電
燈

の

ひ
と

つ
の
青

い
照
明
で
す

（
あ
ら
ゆ

る
透
明
な
幽
霊
の
複
合
体
）

風
景
や
み

ん
な
と

い
っ
し
ょ
に

せ

は
し

く
せ

は
し
く
明
滅
し
な
が
ら

い
か
に
も
た
し
か
に
と
も
り
つ
づ
け

る

因
果

交
流
電
燈
の

ひ
と
つ
の
青

い
照
明
で
す

（
ひ
か
り
は
た
も
ち
　
そ
の
電
燈
は
失
は
れ
）
…
…
[
以
下
省
略
]

「
わ
た
く
し
」

と
は
、
賢
治
に
と

っ
て
は

「
現
象
」
、

い
や
、
最

も
本
来
的

に
は
「
心
象
」
な
の
で
あ
り
、
西
洋
の
自
己
同
一
的
な
、
ま
た
自
己
原
因
的

な
実
体
な
ど
で
は
な
い
。
し
か
も
、
「
わ
た
く
し
」
は
「
交
流
」
―
―
つ
ま

り
絶
え
ず
交
錯
す
る
よ
う
な
―
―
の
照
明
で
あ
り
、
ま
わ
り
の
物
と
一
緒
に

か
ろ
う
じ
て
、
そ
れ
も
「
せ
は
し
く
せ

は
し
く
」
と
も
る
電
燈
に
過
ぎ
な
い
。

そ
れ
は
「
因
果
」
的
で
し
か
な
い
、
は
な
は
だ
依
存
的
な
「
現
象
」
で
あ
る
。

賢
治
は
「
交
流
」
、
「
せ
は
し
く
」
、
「
因
果
」
等

々
の
語
を
意
図

的
に
用

い
、

一ジ卩ドナモの治賢深宮″
Ｄ

に

り



彼
の
非
―
実
体
的
自
我
の
概
念
を
提
示
し
よ
う
と
努
め
て
い
る
。
こ
れ
に
対

し

て

ラ

イ

プ

ニ

ッ

ツ

は
、
〈
実

体

の

実

体

性

〉

と

い

う

伝

統

的

な

問

題

を

真

っ
す

ぐ

に

受

け

と

め

、

そ

の

解

を
、

統

一
す

る

「
衝

動

」

に

見

い

だ
そ

う

と

し

た

。

か

か

る

「
実

体

」

を

成

り

立

た
し

め

る

契

機

こ

そ

、

ラ

イ

プ

ニ

ッ

ツ

が

「

モ

ナ
ド

」

概

念

の

も

と

に
示

し

現

わ

そ

う

と

し

た

も

の

に

他

な

ら

な

い

。

モ

ナ
ド

の

統

一

は

、

自

己

の

う

ち

に
多

様

を

予

め

表

象

す

る

は

た

ら

き

で

あ

り

、

こ

の

統

一

作

用

の

実

質

に

主

観

と

い

う

面

が
含

ま

れ

て

い

る

の

で

あ

り

、

そ

の
逆

で

は

な

い

。

い

い

か

え

れ

ば

、

知

覚
し

、

欲
求

す

る

モ

ナ
ド

的

主
観

は

、
そ

の
基

礎

に

、

つ

ね

に

「

実

体
」

と

い
う

あ

り

方

を

も

つ

。

ラ

イ

プ

ニ

ッ

ツ
は

、

「

延
長

」

を

属

性

と

す

る
デ

カ

ル

ト
の

実

体

概

念

を

批

判

し

た
が

、

し

か

し

自

己

同

一
的

基

体

（
ｓ
ｕ
ｂ
ｊｅ
ｃ
ｔｕ
m

）
、

自

己

原

因
（
ｃ
ａ
ｕ
ｓ
ａ

ｓ
ｕ
ｉ
）

と

し

て

の

実

体

理

解

は

「

モ

ナ
ド

」

の

な

か

に
し

っ
か

り

継

承

し

て

い

る

。

か

く

て

モ

ナ
ド

的

自

我

は

、

自

我

と

い

う

名

の
実

体

な

の

で

あ

る
。

賢

治

は

、

自

己

同

一

的

で

変

わ

ら

ざ

る
基

体

と

い

う

、

西

洋

的

思

惟

の

伝

統

に

最

初

か
ら

立

っ
て

い
な

い

。
「
自

我

」

と

い

え

ど

も

、

時

間

・

空

間

に

お
け

る
す

べ
て

の

事

物

と

同

様

に

、

現

象

、

す

な

わ

ち

心
象

と

し

て

見

ら

れ

た

の

で
あ

る

。
賢

治

は

ラ

イ

プ

ニ

ッ
ツ

的

モ

ナ

ド

ロ

ジ

ー

の

含

む

重

要

な

前

提
、
す
な
わ
ち
主
観
―
客
観
―
差
異
、
自
我
（
＝
）
実
体
と
い
う
発
想
に
つ

い
て

は
、

つ

い

に
受

け

入
れ

る

こ

と

は

な

か

っ

た
の

で

あ

る
。

賢

治

に

お
け

る
き

わ
め

て

独

特

な

モ

ナ

ド
解

釈

は

、
そ

の
根

を

、

広

く

日

本

人

の

思

惟

に

内
在
す
る
主
観
―
客
観
―
統
一
の
う
ち
に
確
か
に
も
っ
て
お
り
、
詩
人
が
哲

学

者

西

田

と

共

有

し

て

い

た
の

も

こ

れ

で

あ

っ
た

よ

う

に

思

わ

れ

る
。

主

観

―
客
観
―
差
異
に
先
行
し
、
よ
り
根
源
的
で
直
接
的
な
次
元
で
動
く
思
惟
は
、

ま

た
そ
こ

か
ら
初

め
て
「
自
我
と
世
界
」
と
い
う
根
本
的
現

象
が
根
源
的
に

経
験
さ
れ
得

る
の
だ
が
、
そ
れ
は
日
本
人
の
自
然

な
感
じ
方

の
基
礎
的
特
質

の
ひ
と
つ

に
属
し
て

い
よ

う
。

し
か
し
、

ふ
た

た
び
「
モ
ナ
ド
ロ
ジ
ー
」

そ
の
も
の

に
着
目
す
る
な
ら
ば
、

賢

治
に
と

っ
て
、
ラ
イ
プ

ニ
ッ
ツ
は
、
上

に
述
べ
た
よ
う

に
、
本
質
的
に
は

「
コ
ギ
ト
」

に
立
脚
し
た
近
世

哲
学

の
性
格

を
帯
び
る
に
せ
よ
、
西

洋
哲
学

の
な
か
で

は
最

も
共
感
で
き
る
哲
学
者
で
あ

っ
た
だ
ろ
う
。
モ
ナ
ド
が
そ
の

鏡
映
的
性
格

に
よ

っ
て
〈
一
に
お
け

る
多
〉
を
「
代

表
」
す

る
と
い
う
教
説

は
、
賢

治

に
は
喜

ん
で
受

容
さ
れ
た
こ

と
で

あ
ろ

う
。

そ
し
て

、
岩
手
の

”故
郷
詩
人
”

の
宇
宙

は
、
一
方
で

こ
う
し
た
モ
ナ
ド
概
念

に
接
近
し
、
他

方
で

そ
の
「
西
洋
合
理
主
義
」
的
な
側
面

に
は
距
離
を
お
く
と

い
う
両
義
性

、

ま
た
は
揺
ら
ぎ
の
な

か
で
、
生
来
の
創
造
的

な
構
想
力

に
よ
り
、
き
わ
め
て

独
特
な
仕
方
で
洗
練
さ
れ
て
ゆ
く
の
で

あ
る
。

（

１

）
　

生

前

未

発

表

の

『

春

と

修

羅

』

補

遺

に

所

収

の

ヴ

ァ

ー

ジ

ョ

ン

か

ら

引

く

。

生

前

出

版

さ

れ

た

『

春

と

修

羅

』

所

収

の

「

青

森

挽

歌

」

で

は

、

終

わ

り

近

く

（

二

、
1
6
4
）

に

な

っ

て

「

モ

ナ

ド

」

が

登

場

し

、

補

遺

に

お

け

る

ほ

ど

主

題

的

に

提

示

さ

れ

て

い

な

い

。

こ

の

理

由

等

に

つ

い

て

今

立

ち

入

る

余

裕

は

な

い

。

（
２
）
　
さ
ら
に
、
「
詩
ノ
ー
ト
」
所
収
の
「
一
〇
五
八
／
一
九
二
七
ヽ
五
ヽ
九
ヽ
」

（

六

ヽ
1
5
2）
、

「

春

と

修

羅
　

第

二

集

」

所

収

の

「

七

三
　

有

明

／

一

九

二

四

ヽ

四
ヽ
二
〇
ヽ
」
（
三
、
4
6
）
等
に
も
、
「
モ
ナ
ド
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。

（
３
）
　
V
ｇ
ｌ
.
 
Ｈ
ｅ
ｉ
ｎ
ｒ
ｉ
ｃ
ｈ
　
Ｋ
ｏ
ｈ
ｌ
ｅ
ｒ
,
　
Ｌ
ｅ
ｈ
ｒ
-
Ｓ
ａ
ｔ
ｚ
ｅ
　
ｕ
ｂ
ｅ
ｒ
　
ｄ
ｉ
ｅ
　
M
ｏ
ｎ
ａ
ｄ
ｏ
ｌ
ｏ
ｇ
ｉ
ｅ



（

ｕ

ｓ
w
.

）
，

　
Ｊ
ｅ

ｎ

ａ

　
１
７

２
０
.

（

４

）
　

朝

永

三

十

郎

『

哲

学

辞

典

』

（

１
９
０

５

）

は

、

「

Ａ

ｔ
o
m

の

訳

語

原

子

と

混

同

さ

れ
る
恐
れ
」
を
考
慮
し
、
音
訳
の
「
モ
ナ
ド
」
を
示
唆
し
て
い
る
（
1
1
1
頁
）
。

と

こ

ろ

で

、

賢

治

が

在

学

し

た

『

盛

岡

高

等

農

林

學

校

図

書

館

和

漢

書

目

録

』

（

１
９
３

７

）

同

辞

典

は

記

載

さ

れ

て

い

る

。

（

５

）
　

小

野

隆

祥

『

宮

澤

賢

治

の

思

索

と

信

仰

』

泰

流

社

、

一

九

七

九

年

、

一

六

三

、

二
一
二
頁
;
原
子
朗
「
賢
治
の
コ
ス
モ
ロ
ジ
ー
―
―
地
上
の
世
界
・
天
上
の
世

界
―
―
」
（
『
仏
教
』
1
3
、
一
九
九
〇
年
一
〇
月
）
、
一
三
七
頁
参
照
。

（

６

）
　

平

山

洋

『

大

西

祝

と

そ

の

時

代

』

日

本

図

書

セ

ン

タ

ー

、

一

九

八

九

年

、

二

一
九
頁
参
照
。

（

７

）
　

た

だ

し

「

円

満

」

は

、

仏

教

術

語

で

も

あ

り

、

大

西

が

仏

教

か

ら

こ

れ

を

借

用

し

た

可

能

性

も

な

い

と

は

言

え

な

い

。

中

村

元

『

仏

教

語

大

辞

典

』

（

縮

刷

版

）

東

京

書

籍

、

一

九

八

一

年

参

照

。

（

８

）
　

さ

ら

に

大

西

は

、

「

彼

の

哲

学

組

織

の

中

に

於

い

て

最

も

不

調

和

を

感

ず

る

は

神

と

い

ふ

観

念

な

り

。

彼

の

所

謂

神

は

モ

ナ

ド

の

調

和

を

説

か

む

が

為

に

止

む

を

得

ず

外

よ

り

附

け

加

へ

た

る

が

如

き

趣

あ

り

」

（

同

一

九

三

頁

）

と

す

ら

述

べ

て

い

る

。

（

大

西

個

人

は

ク

リ

ス

チ

ャ

ン

で

あ

っ

た

に

も

か

か

わ

ら

ず

）

こ

の

よ

う

な

反

、

ま

た

は

脱

キ

リ

ス

ト

教

的

な

解

釈

の

仕

方

は

、

当

時

の

日

本

人

の

ラ

イ

プ

ニ

ッ

ツ

受

容

に

ひ

ろ

く

影

響

し

た

と

推

定

さ

れ

る

。

興

味

深

い

こ

と

に

、

キ

リ

ス

ト

教

的

神

概

念

を

モ

ナ

ド

ロ

ジ

ー

に

と

っ

て

非

本

質

的

と

見

な

す

点

で

は

、
大

西

の

解

釈

は

ほ

ぼ

同

じ

時

期

に

出

た

ラ

ッ

セ

ル

の

Ａ

　
Ｃ

ｒ

ｉ
ｔ
ｉ
ｃ
ａ

ｌ

Ｅ
ｘ
ｐ
ｏ
ｓ
ｉ
ｔ
ｉ
ｏ
ｎ
　
ｏ
ｆ
　
Ｐ
ｈ
ｉ
ｌ
ｏ
ｓ
ｏ
ｐ
ｈ
ｙ
　
ｏ
ｆ
　
Ｌ
ｅ
ｉ
ｂ
ｎ
ｉ
ｚ
,
 
Ｌ
ｏ
ｎ
ｄ
ｏ
ｎ
　
１
９
０
０
.
　
に
酷
似
し
て

い

る

。

（

９

）
　

船

山

信

一

『

日

本

の

観

念

論

者

』

英

宝

社

、

一

九

五

六

年

、

一

七

七

頁

参

照

。

（
1
0

）
　

小

野

、

前

掲

書

、

二

二

一
頁

参

照

。

（
1
1

）
　

Ｖ

ｇ

ｌ
.
　
Ｍ

ｏ
ｎ

ａ

ｄ
ｏ

ｌｏ

ｇ

ｉｅ

，
　

§

７

（

Ｇ

Ｐ
.

　
Ｖ

１
６

０
７

）

（
1
2

）
　

Ｖ

ｇ

ｌ
．
　
Ｈ

ｅ

ｉ
ｄ
ｅ

ｇ

ｇ

ｅ

ｒ

，
　Ｇ

ｅ

ｓ
a
m

ｔ
ａ

ｕ

ｓ
ｇ

ａ

ｂ
ｅ

，
　
Ｂ

ｄ
.

　２

６

，
　
Ｈ

ｒ
ｓ

ｇ
.

　
ｖ

．
　
Ｋ
.

　
Ｈ

ｅ

ｌ
ｄ

，

Ｆ

ｒ
ａ
ｎ

ｋ

ｆｕ

ｒ
ｔ

，
　
１
９
７
８

，
　
Ｓ
.
　
２
７
１
.

（
1
3
）
　
詩
「
一
七
九
／
一
九
二
四
ヽ
八
ヽ
一
七
ヽ
」
（
三
、
１
０
８
～
１
１
０
）
を
参
照
。

な

お

「

宮

澤

賢

治

所

蔵

目

録

」

（

境

忠

一

『

評

伝

宮

澤

賢

治

』

桜

楓

社

、

一

九

六
六
年
、
四
三
六
―
四
〇
頁
）
に
は
、
「
華
厳
哲
学
研
究
　
亀
谷
聖
馨
　
大
正

十

一

年
　

東

文

英

堂

」

や

「

国

訳

大

蔵

経

（

和

本

）

国

民

文

庫

刊

行

会

二

九

巻

」

が

リ

ス

ト

ー

ア

ッ

プ

さ

れ

て

い

る

。

（
1
4
）
　
松
原
哲
明
「
庭
前
の
樹
子
―
―
宮
澤
賢
治
の
禅
的
作
品
―
―
」
（
『
仏
教
』

1
3
）
、

一

〇

七

頁

参

照

。

（
1
5
）
　

岩

本

裕

訳

『

大

乗

経

典

（

三

）
』

仏

教

聖

典

選

第

五

巻

、

読

売

新

聞

社

、

一

九

七

六

年

、

二

〇

二

頁

。

（
1
6
）
　
入
沢
康
夫
＋
天
沢
退
二
郎
『
討
議
『
銀
河
鉄
道
の
夜
』
と
は
何
か
』
新
装
改

定
版
、
青
土
社
、
一
九
七
九
年
、
八
九
―
九
三
頁
参
照
。

（
1
7
）
　

吉

見

正

信

『

宮

澤

賢

治

の

道

程

』

八

重

岳

書

房

、

一

九

八

二

年

、

一

八

八

－

八

九

頁

参

照

。

（
1
8
）
　

さ

ら

に

、

宇

宙

の

一

切

は

「

私

の

」

意

識

だ

け

で

な

く

、

「

他

の

」

ど

の

意

識

に

も

「

共

通

」

に

見

い

だ

さ

れ

る

（
『

春

と

修

羅

』

序

、

第
2
3

～
2
8

行

参

照

）
。

こ

の

よ

う

な

「

心

象

」

の

唯

我

論

的

で

な

い

相

互

主

観

的

な

性

格

は

、

ラ

イ

プ

ニ

ッ

ツ

の

「

パ

ー

ス

ペ

ク

テ

ィ

ヴ

」

や

「

同

一

都

市

の

比

喩

」

等

の

議

論

に

対

応
し
よ
う
。
Ｖ
ｇ
ｌ
.
　
Ｄ
ｉ
ｓ
ｃ
ｏ
ｕ
ｒ
ｓ
　
ｄ
ｅ
　
m
e
ｔ
ａ
ｐ
ｈ
ｙ
ｓ
ｉ
ｑ
ｕ
ｅ
，
　
§
９
（
G
P
.
　
Ｉ
Ｖ
４
３
４
）

Ｍ
ｏ
ｎ
ａ
ｄ
ｏ
ｌ
ｏ
ｇ
ｉ
ｅ
，
　
§
５
７
（
Ｇ
Ｐ
.
　
Ｖ
Ｉ
　
６
１
６
）
.

（
1
9
）
　

賢

治

自

身

に

よ

る

と

推

定

さ

れ

る

『

注

文

の

多

い

料

理

店

』

広

告

ち

ら

し

か

ら
引
用
（
十
一
、
3
3
8
～
9
）
.

（
2
0
）
　
　
Ｔ
ｈ
ｅ
ｏ
ｄ
ｉ
ｃ
ｅ
ｅ

，
　
§
　
４
１
４
～
７
（
Ｇ
Ｐ
．
　
Ｖ
Ｉ
．
　
３
６
２
～
４
）
.

（
2
1
)
 
 
 
G
P
.
　
Ｖ
Ｉ
Ｉ
　
３
１
９
-
２
２
.

（
2
2

）
　

デ

カ

ル

ト

の

「

明

晰

判

明

」

知

の

原

理

は

心

理

的

、

相

対

的

で

し

か

な

く

、

論

理

的

、

客

観

的

な

心

理

基

準

を

提

示

し

得

て

い

な

い

、

と

い

う

の

が

ラ

イ

プ

ニ

ッ

ツ

の

見

解

で

あ

る

。

一ジロドナモの治賢澤宮
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（
2
3

）
　

Ｖ

ｇ

ｌ
.
Ｇ

Ｐ
.

　Ｖ

Ｉ
Ｉ
　
３

２
０
.

（

2 4
）
　
こ
の
『
省
察
』
全
体
を
通
じ
、
「
観
念
」
（
i
d
e
a
）
は
、
「
概
念
」
（
ｎ
ｏ
ｔ
ｉ
ｏ
）
、

「
認
識
」
（
c
o
g
n
i
t
i
o
）
「
定
義
」
（
ｄ
ｅ
ｆ
ｉ
ｎ
ｉ
ｔ
ｉ
ｏ
）
等
の
語
に
よ
り
、
頻
繁
に
言
い

換

え

ら

れ

て

い

る

。

（

25
）
　
"
I
l
　
ｆ
ａ
ｕ
ｔ
　
ｑ
ｕ
ｅ
　
ｃ
ｅ
ｓ
　
ｐ
ｅ
ｒ
ｃ
ｅ
ｐ
ｔ
ｉ
ｏ
ｎ
ｓ
　
ｉ
ｎ
ｔ
ｅ
ｒ
ｎ
ｅ
ｓ
　
ｄ
ａ
ｎ
ｓ
　
ｌ
'
ａ
ｍ
ａ
ｍ
ｔ
ｍ
ｅ
　
ｌ
ｕ
ｙ

ａ

ｒ
ｒ

ｉ
ｖ
ｅ

ｎ

ｔ
　ｐ

ａ

ｒ

　ｓ

ａ

　ｐ

ｒ
ｏ

ｐ

ｒ
ｅ

　ｃ

ｏ

ｎ

ｓ

ｔ
ｉ
ｔ

ｕ

ｔ
ｉ

ｏ

ｎ

　
ｏ

ｒ

ｉｇ

ｉｎ

ａ

ｔｅ
,

　
ｃ
'

ｅ
ｓ

ｔ
　
ａ

　
ｄ

ｉ
ｒ
ｅ
,

　
ｐ

ａ

ｒ

ｌ
ａ

　
ｎ

ａ

ｔ
ｕ

ｒ
ｅ

　
ｒ
ｅ

ｐ

ｒ

ｅ
ｓ
ｅ

ｎ

ｔ
ａ

ｔ
ｉ

ｖ

ｅ
（
ｃ

ａ

ｐ

ａ

ｂ

ｌｅ

　
ｄ
'
ｅ
ｘ

ｐ

ｒ

ｉ
ｍ

ｅ

ｒ

　
ｌ

ｅ
ｓ

　
ｅ

ｓ
ｔ
ｒ
ｅ

ｓ

　
ｈ

ｏ

ｒ
ｓ

ｄ
'
ｅ

ｌ
ｌｅ

　
ｐ

ａ

ｒ

　
ｒ

ａ

ｐ

ｐ

ｏ

ｒ

ｔ
　
ａ

　
ｓ
ｅ

ｓ

　
ｏ

ｒ
ｇ

ａ

ｎ

ｓ

）
　
ｑ

ｕ

ｉ
　
ｌｕ

ｙ

　
ａ

　
ｅ

ｓ
ｔ
ｅ

　
ｄ
ｏ

ｎ

ｎ

ｅ
ｅ

　
ｄ

ｅ
ｓ

　
ｓ

ａ

ｃ
ｒ
ｅ
ｔ
ｉ
ｏ
ｎ
,
ｅ
ｔ
　
ｑ
ｕ
ｉ
　
ｆ
ａ
ｉ
ｔ
　
ｓ
ｏ
ｎ
　
ｃ
ａ
ｒ
ａ
ｃ
ｔ
ｅ
ｒ
ｅ
　
ｉ
ｎ
ｄ
ｉ
ｖ
ｉ
ｄ
ｕ
ｅ
ｌ
”
（
Ｇ
Ｐ
.
　
Ｖ
Ｉ
Ｉ
　
４
８
４
）
.

（
2
6

）
　
　

Ｖ

ｇ

ｌ
.　
Ｈ

ｅ

ｉ
ｄ

ｅ

ｇ

ｇ

ｅ
ｒ
,

　
ｏ
ｐ
.

　
ｃ

ｉ
ｔ
.

，
　
Ｓ
.

　
２
７

１
.

（

2 7

）
　

小

野

氏

は

、

賢

治

が

大

正

四

年

、

十

一

年

に

、

そ

れ

ぞ

れ

ベ

ル

ク

ソ

ン

の

『

時

間

と

自

由

意

志

』

、

『

流

動

の

哲

学

』

を

読

ん

だ

可

能

性

を

示

唆

さ

れ

て

い

る

。

小

野

、

前

掲

書

、

一

六

二

－

四

頁

参

照

。

（
2
8

）
　

賢

治

の

多

層

、

多

元

的

な

「

自

我

」

像

に

、

南

方

熊

楠

の

「

複

心

」

論

と

の

類

似

を

指

摘

す

る

向

き

も

あ

る

。

鎌

田

東

二

「
「

わ

た

く

し

と

い

ふ

現

象

」

宮

澤

賢

治

」

（

『

仏

教

』
1
3

）

、

六

二

頁

参

照

。

さ

ら

に

、

（

法

華

経

と

関

連

し

た

）

共

同

的

な

自

我

理

解

に

つ

い

て

は

賢

治

の

『

農

民

芸

術

概

論

』

の

「

結

論

」

、

お
よ
び
萩
原
昌
好
「
賢
治
の
宇
宙
観
―
法
界
と
銀
河
」
（
『
宮
澤
賢
治
』
４
、
一

九

八

四

年

）

を

参

照

。

付
　
記
：

＊
テ
ク
ス
ト
：
校
本
宮
澤
賢
治
全
集
、
筑
摩
書
房
、
初
版
一
九
七
三
―
七
七
年
／

Ｇ
.

Ｗ
.

　

Ｌ

ｅ

ｉ
ｂ
ｎ

ｉｚ
,

　

Ｄ

ｉ
ｅ

　
ｐ

ｈ

ｉ
ｌ
ｏ

ｓ
ｏ

ｐ

ｈ

ｉｓ
ｃ

ｈ
ｅ

ｎ

　
Ｓ

ｃ

ｈ

ｒ

ｉｆ

ｔ
ｅ
ｎ
,

　
７

Ｂ

ｄ

ｅ
.
,
　

ｈ
ｒ

ｓ
ｇ
.

　
ｖ
.

Ｇ
ｅ
ｒ
ｈ
ａ
ｒ
ｄ
ｔ
,
　
Ｂ
ｅ
ｒ
ｌ
ｉ
ｎ
　
１
８
７
５
―
９
０
,
　
[
Ａ
ｂ
ｋ
.
:
Ｇ
Ｐ
・
]
.

＊

本

稿

と

は

別

に

、

賢

治

を

ラ

イ

プ

ニ

ッ

ツ

の

「

受

容

」

と

い

う

面

か

ら

分

析

し

、

賢

治

の

生

涯

と

業

績

を

紹

介

し

た

拙

論

（

独

文

）

が

、

Ｒ
.

Ｃ

ｒ

ｉ
ｓ

ｔ
ｉｎ

教

授

に

よ

り

イ
タ
リ
ア
語
訳
さ
れ
、
ａ
ｕ
ｔ
　
ａ
ｕ
ｔ
　
２
５
４
-
２
５
５
号
（
Ｍ
ｉ
ｌ
ａ
ｎ
ｏ
,
　
１
９
９
３
）
7
7
―
1
0
0
頁
に

掲

載

さ

れ

て

い

る

（

Ｕ

ｎ

　
ｉ
ｎ

ｃ

ｏ

ｎ

ｔ
ｒ

ｏ

　
ｍ

ｏ

ｎ

ａ

ｄ

ｏ

ｌｏ

ｇ

ｉ
ｃ
ｏ

　ｆ
ｒ

ａ

　
Ｏ

ｒ

ｉ
ｅ
ｎ

ｔ
ｅ

　
ｅ

　
Ｏ

ｃ

ｃ

ｉ
-

ｄ

ｅ
ｎ

ｔ
ｅ
.
　
Ｌ

ａ

　ｒ
ｅ

ｃ
ｅ
ｚ

ｉ
ｏ

ｎ

ｅ

　
ｄ

ｉ
　Ｌ

ｅ

ｉ
ｂ
ｎ

ｉｚ

　ｎ

ｅ

ｌ
　ｐ

ｏ

ｅ

ｔ
ａ

　ｇ

ｉ
ａ

ｐ

ｐ

ｏ

ｎ

ｅ

ｓ
ｅ

　Ｋ

ｅ
ｎ

ｊ
ｉ
　
Ｍ

ｉｙ

ａ
-

z
a
w
a
)
。

＊

賢

治

全

般

に

つ

い

て

懇

切

な

御

教

示

と

貴

重

な

資

料

提

供

を

い

た

だ

き

、

ま

た

本

原

稿

を

閲

読

さ

れ

、

的

確

な

助

言

を

下

さ

っ

た

京

都

女

子

大

学

助

教

授

工

藤

哲

夫

氏

に

、

深

甚

の

謝

意

を

表

し

た

い

。

（

さ

か

い

・

き

よ

し

、

哲

学

史

、

岡

山

大

学

助

教

授

）
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