
〈
研

究

論

文

６

〉

西
田
と
ベ
ル
ク
ソ
ン
に
お
げ
る
「
身
体
」
の
意
義
に
つ
い
て

―
行
為
的
直
観
と
可
能
的
世
界
―

根
　
田
　
隆
　
平

後

期

西

田

哲

学

は

、

中

期

の

「
場

所

」

の

思

想

が

「
弁

証

法

的

一

般

者

」

と

し

て

「
具

体

化

」

さ

れ

、

ま

た

そ

の

弁

証

法

的

一

般

者

の
立

場

が

、
「
行

為

的

直

観

」

の

立

場

と

し

て

「
直

接

化

」

さ

れ

た
と

こ

ろ

で

、

ほ

ぽ

そ

の

完

成

を

見

る

（
ｃ
ｆ

．　
１
６
-７
）　°

こ

れ

は
、

著

作

と

し

て

は

『
哲

学

の

根

本

問

題

続
編
』
（
１
９
３
４
．
　
Ⅶ
）
か
ら
『
哲
学
論
文
集
　
第
一
』
（
１
９
３
５
．
　
Ｖ
Ｉ
）
及
び

『
同
　
第
二
』
（
１
９
３
７
．
Ⅷ
）
に
か
け
て
の
時
期
に
あ
た
る
。

前

稿

で

は

、

こ

の

時

期

の

直

前

（
後

期

入

口

）

の
西

田

の

ベ

ル

ク

ソ

ン
批

判

に

つ

い
て

検

討

し

た
の

で

あ

る
が

、

総
じ

て

、
後

期

入

口

か
ら

後

期

へ

と

進
む

に

つ
れ

て

「
一
般

的

限

定

」

の

方

向

（
即

ち

「
個

物

的

限

定

」

の

「
否

定
」
の
方
向
）
が
強
化
、
補
完
さ
れ
（
ｃ
ｆ
．
　
Ⅶ
２
１
０
）
’
し
た
が
っ
て
ま
た

「
空

間

」

や

「
身

体

」

の

意

義

が

よ

り

明

確

に

な

る
傾

向

が

認

め
ら

れ

る

。

そ

こ
で

本

稿

で

は
、

こ

の
後

期

西

田

哲

学

の

論

理
が

「
直
接

化

」

さ
れ

た

と

こ
ろ

、

即

ち
西

田

の

行

為

的

直

観

の

立

場

に

お

け

る

「
身

体

」

の
意

義

と

、

ペ

ル

ク

ソ

ソ
哲

学

に
お

け

る

そ

れ

と

の

比

較

を

通
じ

て

、

両

哲

学

に

本
質

的

な

性

格

に
関

し

、

若

干

の

考

察

を

試

み

る

こ

と

に
し

た
い

。

Ｉ

ま
ず

、
西

田

の

行
為

的

直

観

の

立

場

を

概

観

し

よ

う
。

後

期

の
西

田

は

、
「
我

々

の
最

も

平

凡

な

日

常

の

生

活

が

何

で

あ

る

か

を

最
も
深
く
掴
む
こ
と
に
依
っ
て
最
も
深
い
哲
学
が
生
ま
れ
る
」
（
X
I
V
２
６
８
)
と

い

う

考

え

の
下

に

、

我

々

が
世

界

に

お

い
て

現

に

実

在
し

て

い

る
最

も

具

体

的

・
直

接

的

な

在

り

方

を

、

我

々
が

「
身

体

的

自

己
」

と
し

て

「

行
為

」

し

「
働

く

」

と

こ

ろ

に

見

出
す

こ

と

か

ら

始

め

る

。

そ

し

て

そ

の
在

り

方

は

端

的
に
「
道
具
を
以
て
物
を
作
る
」
（
ｅ
ｘ
．
　
Ⅷ
３
３
７
）
こ
と
で
あ
る
と
言
わ
れ
る
。

西

田

に

よ

れ

ば

、

人

間

が

「
道

具

」

を
持

つ

と

い

う

時

、

我

々

は

既

に

「
自

己

自

身

を

形

成

す

る
創

造

的

世

界

」

の

「
創

造

的
要

素

」

で

あ

る
が

、



そ

の

我

々
に

よ

っ
て

「
道

具

を
以

て
」

作

ら

れ

た

「
物

」

は

「
そ

れ

自

身

に

於

て

独

立

的

な

も

の

」

で

あ

り

、
「
見

ら

れ

る
」

も

の

で

あ

る

（
Ｖ
１
３
１
９
）
　°

し

か

も

、

見

ら

れ

る

も

の

が

ま

た

道

具

で

あ

り

、

我

々

は
そ

れ

を

以

て

物

を

作

っ
て

い

く

。

即

ち

「
見

る

こ

と
」

が

同

時

に

「
作

る

こ

と

」
、
「
作

る

こ

と

」

が

同

時

に

「
見

る
こ

と
」

で

あ

り

、

行

為

と

直

観

は

一

つ
の

も

の

と

な

る
（
ｃ
ｆ
.
　
Ⅷ
３
０
３
）
　
°
こ
こ
に
「
行
為
的
直
観
」
の
立
場
が
成
立
す
る
。
ま
た

「
身

体

」

に

関

し

て

は

、
「
人

間

は

身

体

的

存

在

で

あ

る
と

共

に
、

自

己

の

身

体
を
道
具
と
し
て
有
つ
」
（
Ⅶ
２
８
３
）
’
「
物
を
道
具
と
し
て
有
つ
こ
と
は
、
逆

に
身
体
を
道
具
と
し
て
有
つ
こ
と
」
（
Ⅶ
３
０
５
）
で
あ
る
、
と
言
わ
れ
る
。
そ

れ

故

「
身

体
」

と

は

、
「
行

為

す

る
」

も

の

で

あ

る
と

同

時

に

「

見

る
」

も

の
「
見
ら
れ
る
」
も
の
で
あ
り
、
更
に
そ
れ
は
「
話
す
」
（
Ⅷ
３
０
９
）
の
と

し
て
、
「
歴
史
的
世
界
」
全
体
を
表
現
す
る
「
歴
史
的
身
体
」
（
Ⅷ
３
０
２
）
と

も

呼

ば

れ

る
。

右

の

こ

と

を

二

、

三

の

点

に

つ

い

て

多

少

と

も

詳

し

く

見

れ

ば

、

ま

ず

「
物

を

作

る

」

と

い

う

こ
と

の

意

義

を

、

西

田

は

大

工

の

仕

事

や

芸

術

家

の

制
作
を
例
に
と
っ
て
具
体
的
に
説
明
し
て
い
る
（
X
I
V
２
６
９
）
　
°
作
品
は
芸
術
家

の

主
観

的

な
思

い

だ
け

で

成

立

す

る

か

。

成

立

し

な

い

。
「
物

と

し

て

の

制

作

品

が

そ

こ

に

客

観

的

に

成

立

」

す

る

た

め

に

は

、
「
芸

術

家

が

主

観

的

に

働

く

だ
け

で

は

な

く

、
客

観
的

に
物

か
ら

働

か

さ

れ

な

く

て

は

な

ら

な

い
」
、

と

西

田

は

言

う
。

作
品

は

「
芸

術

家

の

主

観
的

理

想

の

あ

ら

わ

れ

」
で

は

あ

る
が

、

そ

れ

は
同

時

に

「
客

観

的

」

な

も

の

で

あ

っ
て

、
「
逆

に

そ

れ

は
客

観

的

に
芸

術
家

を

動

か
し

て

く

る
も

の

」

で

あ

る

。

つ

ま

り

「
制

作
と

は

主

観

が

客

観

に

な

っ

て

物

を

作

り

、

作

ら

れ

た

も

の

が

作

る

も

の

を

作

る

と

い

う

こ

と

」

で

あ

る

。

そ

れ

故

「
主

観

と

客

観

を

互

い

に

対

立

さ

せ

る

考

か

ら

は

制

作

の

意

味

は

不

可

能

」

（
Ｘ
ＩＶ
２
７
１
）

と

な

る

。

こ

こ

で

、

主

観

で

も

客

観

で

も

な

い

「
身

体

的

自

己

」

が

「
働

く

」

と

い

う

こ

と

即

ち

「
制

作

」
（
「
物

を

作

る

」
）

が

、

哲

学

の

最

も

直

接

的

に

し

て

根

源

的

な

出

発

点

と

な

る

の

で

あ

る

。

西

田

が

「
身

体

」

の

哲

学

的

考

察

の

重

要

性

を

説

く

所

以

で

あ

る

。

さ

て

、

こ

の

「
物

を

作

る

」

身

体

は

、
「
理

性

」

と

「
感

官

」

の

間

に

入

る

も

の

、

そ

れ

ら

二

つ

が

そ

れ

の

「
両

端

」

と

し

て

考

え

ら

れ

る

べ

き

も

の

で
も
あ
る
(
Ⅷ
３
２
６
）
　
°
例
え
ば
我
々
が
「
物
を
見
る
」
の
は
「
眼
に
よ
っ

て

」

で

は

な

く

、
「
身

体

的

生

命

に

よ

っ

て

」

で

あ

る

と

考

え

な

く

て

は

な

ら

な

い

。

つ

ま

り

、

身

体

的

自

己

（
生

命

）

が

眼

を

道

具

と

な

す

（
行

為

す

る

）

こ

と

に

よ

っ

て

我

々

は

物

を

見

る

（
直

観

す

る

）
。

画

家

の

筆

先

に

は

眼

が

つ

い

て

い

る

。

画

家

の

眼

は

、

眼

の

つ

い

た

手

で

描

く

こ

と

、

そ

の

こ

と

に

よ

っ
て

物

を

見

る

。

そ

し

て

彼

の

筆

遣

い

・

技

芸

は

広

い

意

味

で

の

知

識

で

あ

り

、
「
働

く

こ

と

が

知

る

こ

と

」
、
「
知

る

こ

と

が

働

く

こ

と

」

な

の

で

あ

る

（
ｃ
ｆ

．　
Ｘ
ＩＶ
３
２
０
｢　
３
２
５
」
°

ま

た

こ

の

こ

と

は

、

そ

の

ま

ま

思

想

に

も

当

て

は

ま

る

。
「
も

の

を

考

え

る

に

は

言

葉

が

な

く

て

は

考

え

ら

れ

な

い

」
。

思
想
は
「
言
語
学
的
身
体
」
と
し
て
の
「
言
葉
」
を
必
要
と
す
る
（
Ｘ
Ｉ
Ｖ
２
７
７
）
。

も

の

を

書

く

人

間

も

画

家

同

様

、

理

性

の

眼

の

つ

い

た

手

で

考

え

て

い

る

の

で

な

く

て

は

な

ら

な

い

、

と

付

け

加

え

て

も

よ

い

だ

ろ

う

。

と

こ

ろ

で

、

自

分

の

身

体

を

も

こ

の

意

味

で

道

具

と

し

て

用

い

る

と

こ

ろ

に
「
生
物
的
生
命
」
と
「
人
間
的
生
命
」
と
の
違
い
が
あ
る
（
Ⅷ
３
０
２
）
　
°
後



者

は

話

す

身

体

的

自

己

と

し

て

、

言

語

ま

で

含

め

て

自

分

の

身

体

を

も

道

具

と

す

る

。

そ

し

て

そ

れ

は

自

ら

を

創

る

歴

史

的

世

界

と

の

関

係

に

お

い

て

あ

り

、

そ

の

世

界

を

創

り

、

動

か

し

て

い

く

も

の

で

あ

る

。

そ

れ

故

、

我

々

人

間

と

は

歴

史

的

世

界

の

創

造

的

要

素

で

あ

る

と

言

わ

れ

る

の

で

あ

る

。

但

し

、

生

物

的

生

命

に

お

い

て

も

既

に

、

単

な

る

器

官

と

し

て

の

眼

が

物

を

見

る

の

で

は

な

い

。

眼

は

「
視

覚

作

用

に

よ

っ
て

構

成

せ

ら

れ

た

も

の

」

（
Ⅷ
３
０
４
）
で
あ
る
。
こ
れ
を
西
田
は
「
歴
史
的
自
然
」
が
眼
を
造
る
、
と
言

い

表

す

。

そ

し

て

西

田

に

お

い

て

は

、

生

物

の

眼

を

造

り

出

し

た

そ

の

歴

史

的

自

然

に

と

っ

て

も

「

造

る

こ

と

が

同

時

に

見

る

こ

と

」

で

あ

り

、
「
自

然

は

見

つ

つ

造

り

行

く

」

と

言

わ

れ

る

。

西

田

に

お

い

て

、

自

然

も

ま

た

「

造

形
美
術
的
」
（
Ⅷ
３
０
１
）
な
の
で
あ
る
。

以

上

し

か

し

、

い

ず

れ

に

し

て

も

西

田

の

強

調

点

は

客

観

的

な

形

の

形

成

と

い

う

こ

と

に

あ

る

。

生

物

的

生

命

と

歴

史

的

生

命

と

の

根

本

的

な

違

い

は

、

後
者
が
「
客
観
的
な
形
の
世
界
」
で
あ
り
「
逆
限
定
」
（
Ⅷ
３
１
６
）
を
含
む
世

界

で

あ

る

と

こ

ろ

に

存

す

る

。

芸

術

作

品

は

作

者

の

手

を

離

れ

て

「
公

の

」

（
X
I
V
２
７
０
）
も
の
と
な
っ
て
は
じ
め
て
逆
に
作
者
を
動
か
し
得
る
。
そ
れ
故
に
、

「

作

ら

れ

た

も

の

は

作

る

も

の

を

作

る

べ

く

作

ら

れ

た

」

の

で

あ

り

、
「
作

ら

れ

た

も

の

と

云

う

こ

と

そ

の

こ

と

が

、

否

定

せ

ら

れ

る

べ

き

も

の

で

あ

る

こ

と

を

含

ん

で

居

る

」
、

し

か

し

「
作

ら

れ

た

も

の

な

く

し

て

作

る

も

の

と

云

う

も

の

が

あ

る

の

で

は

な

く

、

作

る

も

の

は

又

作

ら

れ

た

も

の

と

し

て

作

る

も
の
を
作
っ
て
行
く
」
（
Ⅷ
5
4
8
強
調
は
引
用
者
）
、
と
言
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

そ

し

て

こ

の

「
断

絶

の

連

続

」

に

お

い

て

。

我

々

は

「

い

つ

も

触

れ

る

こ

と

の
で

き

ぬ
絶

対

に
触

れ

る
」
（
同
）

の

で

あ

る
と

、
西

田

は
述

べ

て

い

る
。

一

方

、

ベ

ル

ク

ソ

ン
哲

学

に

お

い
て

「
身

体

」

は

ど

の

よ

う

な

意

味

を

も

っ
た
も

の
で

あ

る

か
。

『
物
質

と

記

憶

』
（
１
８
９
６
）

の
第

一
の

目

的

は

、
「
精

神

生

活

に

お
け

る
身

体

の
役
割
」
を
規
定
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
（
Ｍ
Ｍ
，
　
２
０
０
；
２
０
１
)
°
こ
の
著
作
に

お

い
て

ベ

ル

ク

ソ

ン
は

、

身

体

（
ｃ
ｏ
ｒ
ｐ
ｓ
）

と

は

専

ら

、
「
感

覚

＝
運

動

機

構
」
（
Ｍ
Ｍ
.
　
ｅ
ｘ
．
　
１
６
９
；
 
１
７
２
）
と
し
て
記
憶
を
現
実
へ
と
向
け
現
在
に
結
び

つ
け

る
機

能

を
持

つ

も

の
で

あ

る
、

と

結

論

す

る
。

こ

の
規

定

は

一
見

消

極

的

な
印

象

を

与

え

る

か
も

知

れ

な

い
が

、

こ

う
規

定

さ
れ

た
身

体

は
、

第

一

義

的

に

は
生

に
と

っ
て

実

に

重
要

な

意

味

を

も

つ
。

即

ち

そ

れ

は
、

夢

見

が

ち

な

精
神

の

放
恣

を

抑

え

、

莫

大
な

記

憶

の

累

積

を

圧
縮

し
て

、

時

間

的

空

間

的

に
身

体

が

置

か

れ

て

い

る
現

在

の
状

況

へ
的

確

に
順

応

す

る

こ

と
を

保

障

す

る

「
生

活

へ

の

注

意

」
（
Ｍ

Ｍ

，　
１
９
３
;　１
９
５
）

の

機

関

な

の

で

あ

る
。

し

た

が

っ
て

こ

の

機

構

が

ほ

ん

の

僅

か

ぶ
れ

た
だ

け

で

、

人

間

の
生

活

体

と

し

て

の
力

強

さ

は

急

速

に

減

退

し

、
夢

や

狂

気

の

状

態

に

陥

っ
て

し

ま

う

。

「
良

識
」

的

「
行

動

人

」

と

は

、

こ

の

機

構

が

最

も

平

衡

潤

滑

に

作

動

し

て

い

る
人

の

こ

と

で

あ

る
。

さ

て

し

か

し

、

優

れ

て

実

生
活

に
適

応

す

る
良

識

の

人

、

必

ず

し

も
詩

人

で

は
な

い
。

逆

も

ま

た
真

で

あ

ろ

う

。

こ

こ

に
微

妙

な

点

が

あ

る

。

ベ

ル

ク

ソ

ン
は

一

九

一

一

年

に

行

わ

れ

た
講

演

「
変

化

の

知

覚

」

に

お

い

て

、
『
物



質

と

記

憶

』

で

明

示

的

に

は

述

べ

ら

れ

な

か

っ

た

こ

の

点

に

つ

い

て

語

っ

て

い

る

。

こ

こ

で

ベ

ル

ク

ソ

ン

は

、

芸

術

家

と

は

「

ぼ

ん

や

り

者

（
ｕ
ｎ
　
ｄ
ｉｓ
-

ｔ
ｒ
ａ
ｉ
ｔ
）
」
（
Ｐ
Ｍ
，
　
１
５
１
；
 
１
７
２
)
 
で
あ
る
と
言
う
。
と
は
い
っ
て
も
彼
は
た
だ
ぼ

ん

や

り

し

て

い

る

の

で

は

な

い

。
「
実

生

活

の

実

利

的

物

質

的

側

面

」

に

対

七

て

、

彼

は

ぼ

ん

や

り

し

て

い

る

の

で

あ

る

。

そ

し

て

こ

れ

は

彼

の

「

感

覚

＝

運

動

機

構

」

と

し

て

の

身

体

が

、

何

ら

か

の

意

味

で

（

し

か

し

マ

イ

ナ

ス

の

意

味

で

の

異

常

、

即

ち

病

理

で

は

な

い

）

生

ま

れ

つ

き

ず

れ

て

い

る

た

め

だ

と

考

え

ら

れ

る

。

芸

術

家

は

こ

の

ず

れ

に

よ

っ
て

実

生

活

か

ら

遊

離

し

、

物
を
功
利
的
観
点
か
ら
で
は
な
く
「
物
の
た
め
に
見
る
」
（
P
M
，
　
１
５
２
；
　
１
７
４
)

こ

と

が

で

き

る

。

そ

し

て

こ

の

故

に

、

例

え

ば

画

家

の

知

覚

は

通

常

人

よ

り

も

拡

大

さ

れ

て

お

り

、

彼

の

眼

は

真

実

を

見

る

の

で

あ

る

。

こ

の

、
「

自

然

」

が

「
気

晴

ら

し

」

に

生

ん

だ

芸

術

家

に

よ

る

「
知

覚

の

拡

大

」

を

更

に

超

え

て

、

そ

れ

を

方

法

的

に

深

化

さ

せ

る

こ

と

、

そ

れ

が

ベ

ル

ク

ソ

ン

に

と

っ

て

の

哲

学

に

他

な

ら

な

い

。

そ

し

て

そ

れ

は

と

り

も

な

お

さ

ず

、
「

幸

せ

な

障

害

物

」
、
「

無

限

に

貴

重

な

ヴ

ェ

ー

ル

」
（
Ｅ
Ｓ

，　
５
７
；
７
４
」

で

あ

る

「

感

覚

＝

運

動

機

構

」

と

し

て

の

身

体

の

在

り

方

を

ず

ら

し

変

え

、

「
現

在

」

を

「

持

続

の

相

の

下

に

」

厚

み

膨

ら

ま

せ

深

め

る

こ

と

で

あ

る

（
ｃ
ｆ
．
　
Ｐ
Ｍ
.
　
１
７
５
-
６
；
 
２
０
０
）
°
再
び
『
物
質
と
記
憶
』
に
戻
れ
ば
、
哲
学
と
は
、

「

我

々

の

身

体

構

造

と

下

位

の

欲

求

」

に

よ

っ

て

構

成

さ

れ

て

し

ま

っ

て

い

る

こ

の

形

式

を

破

っ

て

、

我

々

の

「
精

神

の

基

礎

的

構

造

」

を

再

発

見

す

る

と

こ

ろ

、

即

ち

「
経

験

が

実

利

の

方

向

に

屈

折

し

て

ま

さ

に

人

間

的

経

験

に

な

る

そ

の

決

定

的

な

曲

り

角

を

超

え

て

そ

れ

を

求

め

に

行

く

」
（
M
M

，

2
０
５；
 ２
０
６
）

と

こ

ろ

に

存

立

す

る

の
で

あ

る
。

と

こ

ろ

で

、
「
感

覚

＝
運

動

機

構

」

と

し

で

の

我

々
の

身

体

を

造

り

出

し

た

生

命

進

化

に

お

い

て

、

そ

れ

は

ど

の

よ
う

な

意

味

を

も

つ

か
。
『
創
造

的

進

化

』
（
１
９
０
７
）
で

ベ

ル
ク

ソ

ン

は
、

目

的

論

的

＝
機

械

論

的
説

明

を

排

し

つ

つ
、

徹

底

し
て

機

能

の

観

点

か

ら

生

命

の
創

造

的

な

進

化

を
眺

め

て

行

く

。

こ

の

観

点

か
ら

は

、

生

物

の

眼

の

よ

う

な

「
有

機

的

組

織
」

と

は

、

い

わ
ば

鑢

屑

に

突

き

入
れ

ら

れ

た

手

が

そ

れ

に

残
し

た
跡

で

あ

っ
て

、
そ

の
無

限

の

小

要
素

相

互

の
配

列

は

視

覚

作
用

を
消

極

的

な

意

味

で
表

現

し
て

い

る

に
過

ぎ

な

い
。

つ
ま

り

、

視

覚

作

用
と

い
う

問

い
に

対

す

る
自

然

の
回

答

で

あ

る

眼

を
構

成

す

る
諸

要

素

は

、
「
使

用

さ

れ

た

手

段

の

総

体

」

で

は

な

く

「
回

避
さ
れ
た
障
害
の
総
体
」
と
見
な
さ
れ
る
(
Ｅ
Ｃ
，
　
９
４
；
 
１
１
６
)
°
そ
の
意
味
で

は

人

間

の

身

体

も

、

上

昇

し

よ

う

と

す

る

生

命

が
物

質

の

抵

抗

に

出

合

っ
て

落
ち
着
い
た
「
共
存
形
態
」
（
Ｅ
Ｃ
，
　
２
５
０
；
２
８
４
)
と
し
て
、
生
命
の
努
力
を
消

極

的

に
表

現

す

る

も

の

に
過

ぎ

な

い

。

と

は

い

え

、

始

原

に

お

い
て

相

互

浸

透

し

て

い

た
諸

傾

向

を

ま

ず

植

物

性

と

動

物

性

に
、

次

に

動

物

性

を

節

足

動

物

と

脊
椎

動
物

へ
分

岐

さ

せ

顕

在

化

さ

せ

な

が

ら

発

展

し

て

き

た
生

命

進

化

に

お

け

る
唯

一
の

例

外

的

な

成

功

と

し

て

、

人

間

（
ｌ
’ｈ

ｏ
ｍ
ｍ
ｅ
）

の
身

体

に

は
自

由

が

刻

印

さ

れ

て

い

る

。
人

間

の

主

要

な

意

識
形

態

は

「
知

性

」

で

あ

る

が

、

そ
れ

は
何

よ

り

も

ま

ず

「
製

作

」

を

め

ざ

す
。

製

作

と

は

、

物

質

に

形

を
与

え

そ

れ

を

道

具

に

変

え
て

そ

の
主
人
と
な
る
こ
と
｛
Ｅ
Ｃ
，
　
１
８
４
；
２
１
０
)
で
あ
り
、
そ
う
し
て
人
間
は
自
己

の

意

識

を
解

放
す

る

。

そ

し

て

そ

れ

が
可

能
で

あ

る
の

は

、

自

動

性

の
諸

機



構

同
士

を

対

立

さ

せ

て

自

動

性

か

ら

逃

れ

る
こ

と

を
可

能

に
す

る

脳
の

優

越

、

意
識
に
「
受
肉
の
場
と
し
て
の
非
物
質
的
な
身
体
」
（
Ｅ
Ｃ
)
　
２
６
５
；
３
０
０
）
を
提

供

す

る

言

語

、
及

び

社

会

生

活

の

お

か

げ

な

の

で

あ

る

。

し

か

し

な

が

ら

既

に

見

た
よ

う

に

、
「
感

覚

＝
運

動

機

構

」

で

あ

る
脳

は

、

社

会

生
活

の

実
利

的

行

動

に
関

心

し

、

我

々
の

知

覚

を

そ

れ

に

縛

り

つ

け

る
。

ま

た

、

そ

の

中

枢

が

大

脳

の
大

き

な

部

分

を

占

め

る

言

語

活

動

は

、
「
会

話

」

（
ｃ
ｆ

．　
Ｐ
Ｍ

「
　
９
０
；
９
８
」

に

費

や

さ

れ

、

新

し

い
何

も

の
も

創

造

し

な

い
。

思

想

の

身

体

と

し

て

の

言

葉

は

、

そ

れ

が

身

体

で

あ

る

と

い

う

そ

れ

だ

け

の

理

由

で

思

想

を

殺
す

。

そ

れ

は

思

想

の

罠

で

あ

る

（
ｃ
ｆ

．　
Ｄ
ｌ

。　
９
８
；
１
２
３
）
°

匸
酉
で

い

え

ば

、

製

作

的

知

性

は
生

命

を

理

解

し

な

い

（
Ｅ
Ｃ

。　
１
６
６
；
 １
９
２
）

の

で

あ

る
。
ベ
ル
ク
ソ
ン
に
お
い
て
、
知
性
に
自
然
な
方
向
を
「
逆
転
」
（
Ｐ
Ｍ
,

２
１
４
；
２
４
２
」

さ

せ

て

形

な
き

形

を

見

る

「
直

観

」

が

哲

学

の

方

法

と

さ

れ

る

所

以
で

あ

る

。

要

約
す

れ

ば

、

ベ

ル

ク

ソ

ン
に

お

け

る

身

体

と

は

、

器

官

で

あ

る
と

同

時

に

障

害

で

も

あ

る

と

い
う

皮

肉

な

矛

盾

を

含

ん

だ

身

体

で

あ

り

、

そ

れ

は

生

命

に

と

っ
て

は

足

場

（
器
官
）
で

あ

る

よ

り

も

む

し

ろ

足

枷

（
障
害
）
で

あ

る
、

と

言

う

こ

と

が

で

き

る

だ

ろ

う

。

さ
て

、
以

上

見

て

き

た

と

こ

ろ

迄

で

、

後
期

西

田

哲

学

と

ベ

ル

ク

ソ

ン
哲

学

に

お
け

る
身

体

の

意

義

の

異

同

は

、

既

に
あ

る

程
度

明

ら

か

で

あ

る

と

思

う

。
西

田

の
場

合

、

身

体

は

足

場

と

足

枷

の

二
義

性

を

全

く

同

時

に
持

ち

な

が

ら

、

強

調

符

は

前

者

に
付

く

。

つ

ま
り

そ

れ

は

見

ら

れ

る
も

の

と

し

て
客

観

的

な

形

を

取

り

つ

つ
見

る

も

の

と
し

て

、

創

造

の

た
め

の
不

可

欠
で

い

わ

ぱ

積

極

的

な

条

件

な

の
で

あ

る

。

作
ら

れ

た
も

の
な

く

し

て

作

る

も

の

は
な

い

。

他

方

ベ

ル

ク

ソ

ン

に
お

い
て

は

、
客

観

的

な

形

と

し

て

の
身

体

は

創
造

の

た
め

の

絶

対

条

件

と

さ

れ

て

い

な

い
。

そ

れ

は

い
わ

ば

必

要

悪

で

あ

る
。

こ

の

意

味

に

お

い
て

は
、
「
ベ

ル

グ

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

云

い
得

る
で

あ

ろ

う
」

（
Ｖ
Ｘ
１
３
７
９
）
と
い
う
西
田
の
言
葉
は
た
し
か
に
了
解
で
き
る
も
の
で
あ
る
。

と

は

い

え

２

で

見

た
よ

う

に

、

ベ

ル

ク

ソ

ン
の

直

観

と

は

、

身

体

の

日
常

的

習

慣

的

な

在

り

方

を

方

法

的

に
ず

ら

す

と

こ

ろ

に

成

立

す

る

も

の
で

あ

り

、

身

体

的

自

己

を

離

れ

る
こ

と

を
す

ぐ

さ
ま

に

は

意

味

し

な

い
。

つ

ま
り

そ

れ

は

、

言
語

的

身

体

即

ち

言

葉

も
含

め
て

、

身

体

を

意

識

的

・
自

覚

的

に
ず

ら

し

変

え

る

こ

と

で

あ

る
。

身

体

を
も

道

具

と

な

す

こ

と

で

あ

る

と

言

っ
て

も

よ

い
。

ま

た
直

観

が

知

性

に

自
然

な
方

向

の
逆

転

で

あ

る

と

い

っ
て
も

、
そ

れ

は

日

常

的

世

界

に
背

を

向

け
て

そ

こ

か
ら

逃

れ

去

る

こ

と

を

意

味
し

な

い

（
ｃ
ｆ
．
　
P
M
,
　
１
５
４
；
　
１
７
６
）
°
逆
に
日
常
的
生
活
を
深
め
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。

つ

ま

り

ベ

ル

ク

ソ

ン

に

お
い

て
も

身

体

は

た
し

か

に

足

場

で

は

あ

る

の
で

あ

る
。
し
た
が
っ
て
こ
の
意
味
で
は
、
西
田
が
言
う
ほ
ど
に
は
（
ｃ
ｆ
．
　
X
i
V
２
８
６
）

ベ

ル

ク
ソ

ン
の

直

観

と

西

田

の

行
為

的

直

観

は

異

な

っ
て

い
な

い
。

そ

れ

で

は

な

ぜ

、

西

田

に

お

い
て

は
客

観

的

な

形

が

創

造

の
不

可

欠

の
条

件

と

さ

れ

、

ベ

ル

ク

ソ

ン
に

お

い
て

は
そ

う

で

は

な

い

の

か

。
前

稿

で

検

討

し

た

西

田

の

時

空

論

に
お
け

る
空

間

の
絶

対

否

定

性

の

強

調

が

、

行
為

的

直



観

の

立

場

に

お

い

て

、

客

観

的

な

形

と

し

て

の

身

体

の

意

義

の

強

調

に

映

し

直

さ

れ

て

い

る

こ

と

は

明

ら

か

で

あ

ろ

う

。

し

か
し

こ

こ

で

の

両

者

の

相

違

は

は

っ
き

り

し

た

立

場

の

違

い

と

し

て

認

め
得

る
も

の

で

あ

る

。

こ

こ

に
両

哲

学

に

お

け

る

根

本

的

な

相

違

を

見

る

こ
と

が

で

き

る

か

。
－

本

稿

で

こ

の

点

に

つ

い
て

決

定

的

な

結

論

を

下

す

こ
と

は

で

き

な

い

。

た
だ

次

の

こ

と

を

指

摘

し

て

前

稿

の

結

論

を

補

足

し

て

お

く
だ

け

に
し

た

い
。

ベ
ル
ク
ソ
ン
に
お
い
て
、
生
命
・
持
続
・
「
超
意
識
」
(
Ｅ
Ｃ
,
　
２
４
６
；
２
８
０
)

と

呼

ば

れ

る
も

の

そ

れ

自

体

は

、

い

わ
ぱ

差
異

化

す

る

も

の

な

く

し

て

自

ら

差

異

化

す

る

原

理

と

し

て

考

え

る
べ

き

も

の
で

あ

り

、

そ

れ

は

、

限

定

す

る

も

の

な

き

限

定

で

あ

る

限

り

に

お

い

て

（
中

期

）

西

田

の

「
絶

対

無

の

場

所

」

と

大

き

く

異

な

っ
た

も

の

で

は

な

い
と

考

え

ら

れ

る

。

し

か

し

他

方

ベ

ル

ク
ソ

ン
に

お

い

て

は

、

世

界

の

統

一
が

あ

る

と

し

て

も

そ

れ

は

始

源

に

お

い

て

あ

る

の

で

あ

り

、

世

界

が

現

に

一

つ
の

体

系

で

あ

る

こ

と

は

前

提

と

さ

れ
な
い
（
ｃ
ｆ
．
　
Ｐ
Ｍ
,
　
２
７
；
３
６
）
°
ま
た
結
局
は
同
じ
こ
と
に
な
る
が
、
ベ
ル
ク

ソ

ン
に

お

い
て

「
超

意

識

」

の

原

理

は

、
世

界

に
内

在

す

る
根

拠

で

あ

り

な

が

ら

も

、

そ

れ

が

そ

の

ま

ま

現

実

の

こ

の

地
上

に
適

用

さ

れ

る
こ

と

は
な

い
。

経

験

の

み

が

そ

れ

が

可

能

か

否

か
を

教

え

る

か

ら

で

あ

る
。
「
自

己

解

体

し

な
が
ら
自
ら
を
作
る
」
(
Ｅ
Ｃ
,
　
２
４
８
；
２
８
２
」
純
粋
な
創
造
と
、
こ
の
地
球
上
で

の

生

命

の

努

力

（
な

い
し

そ

の

努

力

の
痕

跡

）

と

は
区

別

さ

れ

な

く

て

は

な

ら

な

い

。

そ

し

て

そ

の

上

で

、

幾

つ
も

の

〈
可

能

的

世

界

〉

を

考

え

る
こ

と

が

で

き

る
。

そ

の

各

々
の

世

界

に

お

い
て

生
命

体

は
、

物

質

の

空

間

性

の

許

す
程
度
に
従
っ
て
（
ｃ
ｆ
．
　
Ｄ
Ｓ
,
　
２
７
２
;
３
１
０
)
そ
の
形
態
も
様
々
で
あ
ろ
う
し
、

我
々
よ
り
直
観
的
で
あ
っ
た
り
よ
り
知
性
的
で
あ
っ
た
り
す
る
（
Ｅ
Ｃ
,

２
６
７
；
 ３
０
２
）

で

あ

ろ

う

。

そ

れ

ら

の

可

能

的

な

世

界

の

一

つ

で

あ

る

こ

の

地

球

上

の

、

製

作

的

知

性

を

主

た

る

意

識

形

態

と

す

る

我

々

人

間

は

、

権

利

上

「

絶

対

に

触

れ

」

う

る

と

し

て

も

事

実

上

全

体

と

し

て

未

だ

殆

ど

そ

う

で

は

な

い

。
－

こ

れ

が

ベ

ル

ク

ソ

ン

そ

の

人

の

直

観

で

あ

っ

た

。

そ

し

て

こ

の

〈
可
能
的
世
界
〉
へ
、
あ
る
い
は
「
生
け
る
永
遠
」
（
Ｐ
Ｍ
,
　
２
１
０
；
２
３
９
」
と
し

て

の

始

源

の

統

一

へ

と

眼

を

向

け

て

い

る

ベ

ル

ク

ソ

ン

に

お

い

て

は

、

形

と

し

て

客

観

化

す

る

こ

と

は

創

造

の

絶

対

条

件

と

は

な

り

得

な

い

。

そ

れ

に

対

し

西

田

に

お

い

て

は

、

世

界

の

基

本

構

造

を

一

つ

の

論

理

と

し

て

押

さ

え

、

そ

の

論

理

の

同

一

型

の

下

に

す

べ

て

を

説

明

し

て

い

く

と

い

う

傾

向

が

強

い

。

後

期

西

田

に

お

い

て

そ

の

論

理

は

、

時

間

（
個

物

）

と

空

間

（

一

般

）

の

「
絶

対

矛

盾

的

自

己

同

一

」

に

よ

っ
て

代

表

さ

れ

る

。

そ

し

て

こ

の

論

理

は

、

世

界

が

一

つ

の

体

系

と

し

て

自

己

自

身

を

維

持

し

て

い

く

こ

と
を
前
提
と
し
（
ｃ
ｆ
．
　
Ⅷ
３
１
４
）
つ
つ
、
我
々
人
間
の
世
界
が
時
間
と
空
間

と

い

う

絶

対

に

結

び

つ

か

な

い

も

の

が

結

び

つ

い

て

成

立

し

て

い

る

と

い

う

事
実
か
ら
出
発
し
て
説
明
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
（
ｃ
ｆ
．
　
Ⅶ
２
５
１
,
　
Ｘ
I
V
２
４
２
）
　
°

し

か

し

物

理

・

生

物

・

人

間

の

順

に

世

界

の

矛

盾

的

自

己

同

一
が

深

ま

り

、

我

々

人

間

に

お

い

て

絶

対

矛

盾

的

自

己

同

一

と

し

て

突

き

抜

け

る

と

同

時

に

い

わ

ば

頭

打

ち

に

な

っ
て

い

る

こ

の

論

理

は

、

権

利

上

成

立

す

る

唯

一

の

現

実

し

か

映

し

返

さ

な

い

。

翻

っ
て

こ

の

こ

と

が

、

客

観

的

な

形

の

強

調

と

な

っ

て

現

れ

、

創

造

さ

れ

た

も

の

即

創

造

す

る

も

の

と

い

う

主

張

に

つ

な

が

っ

た

の

で

は

あ

る

ま

い

か

。



も

と

よ

り

こ
れ

は

一

つ

の

見
方

に
過

ぎ

な

い

。

生

命

的

創

造

に
お

け

る

形

の
意

義

の
強

調

は

、

西

田

自
身

の
体

験

的

直
観

に

基

づ

い

た
も

の

で

あ

ろ

弓

し

、
ま

た

こ

の
強

調

は

、

例

え

ば

外

か

ら

見

ら

れ

る
客

観

的

身

体

の

主

題

化

と
切

り

離

せ

な

い

事

柄

で

も

あ

る

。
何

よ

り
も

、

身
体

そ

れ

自

身

の

哲

学

的

考
察
の
重
要
性
を
説
い
た
西
田
の
問
題
提
起
の
的
確
さ
と
そ
の
思
索
の
深
さ

は

、
特

筆

に
価

す

る

も

の

で

あ

ろ

う

。

た

だ

そ

れ

と
裏

腹

に
、

生

物

的

生

命

あ
る
い
は
「
種
の
素
質
」
（
ｃ
ｆ
．
　
Ｄ
Ｓ
,
　
２
９
１
；
３
３
１
)
の
乗
り
超
え
と
い
う
課
頴

を
担
わ
さ
れ
た
も
の
と
し
て
の
身
体
が
、
創
造
さ
れ
た
も
の
即
創
造
す
る
も

の

と
す

る
西

田

に

お

い

て

は

具
体

的

に
浮

か

び
上

が

っ
て

こ

な

い

こ

と
も

ま

た
事

実

な

の

で

あ

る
。

西

田

自

身

、

論

文

「
人

間

的

存

在

」
（
１
９
３
８
）

に

お

い
て

、

創

ら
れ

た
も

の

が

必
ず

し
も

即

創

る
も

の

と

は

な

ら

な

い

こ

と

に

つ

い
て
述
べ
て
は
い
る
(
c
f
・
I
X
）
が
、
西
田
に
お
い
て
こ
の
事
態
の
克
服

が

少

な

く

と
も

具

体

的

課

題

と

し

て
取

り

あ
げ

ら

れ

て

は

い
な

い

。

永

遠

の

今

の
自

己

限
定

と

し

て
形

成
作

用

的

に

一

々

絶
対

に

触

れ

な

が

ら

現

実

か

ら

現
実
へ
と
動
い
て
い
く
世
界
は
、
そ
れ
で
は
一
体
、
ど
の
よ
う
な
方
向
へ
と

進

ん
で

い

く

の
で

あ

ろ

う

か

。

し

か
し

こ

れ

は
既

に

「
歴

史

」

の

問

題

で
ふ

る

。
と

い

う
よ

り

も

む

し

ろ

、
西

田

に

お

い
て

身

体

の

問

題

は

疾

に
歴

史

の

問

題

で

も

あ

っ

た

。
最

後
期

西

田

の

テ

ク

ス

ト

の
検

討

も

含

め

て

、

こ

の

間

題

の
考

察

を

今

後

の

課
題

と
し

た

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

を
、
ペ
ル
ク

ソ
ン
か
ら
の
引
用
は
著
作
の
略
号
・
原
書
（
P
U
F
）
頁
・
訳
書
頁
の
順
に
、
共

に

本

文

中

に

示

す

。

な

お

、

ベ

ル

ク

ソ

ン

の

著

作

の

略

号

は

次

の

通

り

で

あ

る

（

訳

書

頁

は

白

水

社

ベ

ル

グ

ソ

ン

全

集

当

該

巻

の

頁

を

示

す

）
。

Ｅ

ｓ
ｓ
ａ

ｔ
　
ｓ
ｕ

ｒ

　
ｌｅ
ｓ

　
ｄ
ｏ

ｎ
ｎ

ｅ
ｅ
ｓ

　
ｉｍ

ｍ

ｅ

ｄ

ｉａ

ｔ
ｅ
ｓ

　
ｄ
ｅ

　
ｌａ

　
ｃ
ｏ
ｎ

ｓ
ｃ

ｉｅ
ｎ

ｃ
ｅ

　
：
　
Ｄ

Ｉ

Ｍ

ａ

ｔ
ｉｅ
ｒ
ｅ

　ｅ

ｔ

　
Ｍ

ｅ
ｍ

ｏ

ｉｒ
ｅ

　
：

　
Ｍ

Ｍ

Ｌ

’ｅ
ｖ
ｏ

ｌｕ

ｔ
ｉｏ

ｎ

　
ｃ
ｒ
ｅ
ａ

ｔ
ｒ

ｉｃ
ｅ

　
：
　
Ｅ

Ｃ

Ｌ

，ｅ
ｎ

ｅ
ｒ
ｇ

ｉｅ

　
ｓ
ｐ

ｉ
ｒ

ｉ
ｔ
ｕ
ｅ

ｌ
ｌｅ

　
：
　
Ｅ

Ｓ

Ｌ

ａ

　
ｐ

ｅ
ｎ

ｓ
ｅ
ｅ

　
ｅ

ｔ

　
ｌｅ

　
m
o

ｕ
ｖ
ａ

ｎ

ｔ
　
：

　
Ｐ

Ｍ

Ｌ

ｅ
ｓ

　
ｄ
ｅ
ｕ

ｘ

　
ｓ
ｏ
ｕ

ｒ
ｃ
ｅ
ｓ

　
ｄ
ｅ

　
ｌａ

　
m
o

ｒ
ａ

ｌｅ

　
ｅ

ｔ
　
ｄ
ｅ

　
ｌａ

　
ｒ
ｅ

ｌ
ｉｇ

ｉｏ
ｎ

　
：

　
Ｄ

Ｓ

（

―

）
　

「

西

田

と

ベ

ル

ク

ソ

ン

に

お

け

る

「

空

間

」

の

意

義

に

つ

い

て

」

『

比

較

思

想

研

究

』

第
2
0

号

（

一

九

九

三

年

）

所

収

。

（

２

）
　

前

稿

で

は

後

期

入

口

の

西

田

が

直

接

ベ

ル

ク

ソ

ン

に

言

及

し

て

い

る

テ

ク

ス

ト

を

検

討

し

た

が

、

そ

の

限

り

で

は

ベ

ル

ク

ソ

ン

の

自

己

に

は

空

間

性

・

物

質

性

が

な

い

と

い

う

西

田

の

批

判

は

明

確

な

意

味

を

持

だ

な

い

こ

と

を

確

認

し

た

。

こ

の

こ

と

は

例

え

ば

論

文

「

現

実

の

世

界

の

論

理

的

構

造

」

（

１
９
３

４

）
　

ｈ
ｉ

お

い

て
も
ま
だ
妥
当
す
る
（
ｃ
ｆ
.
　
Ⅶ
２
２
４
）
　
が
、
論
文
「
論
理
と
生
命
」
（
１
９
３
６
）
で

は

ベ

ル

ク

ソ

ン

と

の

相

違

を

よ

り

明

確

に

了

解

し

う

る

表

現

が

な

さ

れ

て

い

る

Ⅶ
２
８
６
-
８
７
）
。
ま
た
前
稿
で
西
田
の
時
空
論
が
「
私
’
汝
」
関
係
を
基
軸

と

し

て

い

る

こ

と

を

指

摘

し

た

が

、

行

為

的

直

観

の

立

場

で

は

「

私

‐

汝

‐

彼

」

関

係

が

確

立

さ

れ

、

物

と

し

て

の

汝

の

身

体

が

表

現

的

に

私

に

対

す

る

こ

と
に
な
る
(
c
f
.
 
Ⅶ
2
9
0
）
。

（

３

）
　

な

お

、

Ｌ

ｅ

　
ｒ

ｉｒ
ｅ

，
　

１
９
０

０
,
　
ｐ

ｐ
.

 １

１
５
-

１

２
５

〔

ベ

ル

グ

ソ

ン

全

集

３

、

一

一

五

－

一
二
四
頁
〕
も
参
照
。

（

４

）

ｃ

ｆ
.
,
　
Ｖ
.

　
Ｊ
ａ

ｎ

ｋ
ｅ

ｌ
ｅ
ｖ

ｉ
ｔ
ｃ

ｈ
,
　

Ｈ

ｅ
ｎ

ｒ

ｉ
　

Ｂ

ｅ
ｒ
ｇ

ｓ
ｏ

ｎ

，
　
Ｐ

Ｕ

Ｆ
.

「

　
ｐ
.

　１
６

７
.

（

５

）
　

西

田

は

こ

こ

で

、

「

ベ

ル

グ

ソ

ン

の

生

命

は

身

体

の

な

い

生

命

」

で

あ

る

と

述

べ

て

い

る

。

（

６

）

『

改

造

』

昭

和

十

年

四

月

号

に

寄

稿

し

た

文

章

の

中

で

西

田

は

、

「

ベ

ル

グ

ソ



ン
は

創

造

と

か

時

と

か

い
う

こ

と

を

し

き

り

に

い
う

が

、

創
造

さ

れ

た

も

の
が

即

創

造

す

る

も

の

で

あ

る
と

い
う

こ

と

を

余

り

考

え

て

い

な

い
と

思

う

」

と
も

述

べ

て

い
る

（
『
西

田

哲

学
ト
ト

新

資

料

と

研

究

へ

の

手

引

き

卜

』

茅

野

・

大

橋

編

、

ミ
ネ

ル
ヴ

フ
書

房

、

三

四

頁

）
。

（
７

）
　
な

お

、

時

空

論

に
関

し

て

は
。

大

塚

忠

秀

「

ベ

ル

グ

ソ

ン

と
西

田

に

お

け

る

時

間

」

上

智

大

学

哲

学

会

『
哲
学

論

集

』

第

６

号

（
一
九

七

七
年

）

所

収

も
参

照

。

大

塚

論
文

は

『
無

の

自

覚

的

限

定

』
（
１
９
３
２
.　
Ｖ
Ｉ
）

を

考

察

の

素

材

と

し

な

が

ら

、
「
西

田

は

、

ベ

ル
グ

ソ

ン
が

質

的

な

持

続

と

把

え

た
実

在

の

構

造
を

、

ベ

ル

グ

ソ

ン
以

上

に
明

確

に
解

明

し

得

て

い
る

」

と
結

論

し

て

い

る

。

示

唆

的

な

論

文

で

あ

る
が

、

私

と

し
て

は
両

者

の
本

質

的

な

差

異

の

見
極

め

の

方

に

力

点

を

お
き

た

い
。

東

西

思

想

の
比

較

と

い
う

大

き

な

主

題

へ

の

つ

な

が

り

も

そ

こ

か
ら

可

能

と

な

る
で

あ

ろ
う

。

（
８

）
　
ｃ
ｆ
.
,　Ｇ
.　
Ｄ
ｅ
ｌｅ
ｕ
ｚ
ｅ

，　
Ｌ
ｅ
　
ｂｅ
ｒ
ｇ
ｓ
ｏ
ｎ
ｉｓ
m
e

，　
Ｐ
Ｕ
Ｆ
.
,　ｐ
.
９
７
.

（
９

）
　
こ

の

点

に

つ

い
て

は
別

途
詳

細

検

討

す

る
必

要

が

あ

る

。

（
1
0
）
　
こ

の

点

に
関

し

て

は
、

拙

稿

「
生

の
充

溢

と

死

の
遍

在
－

ペ

ル

ク

ソ
ニ

ス

ム

に

お

け

る

悪

の

問

題

―

」

平

成

五

・
六

年

度

科

学

研

究

費

一

般

研

究

（
Ｂ

）
研

究

成

果

報

告

書

（
東

京

大

学

文

学

部

倫

理

学

研

究

室

）

所

収

を

併

照

し

て

頂

け

れ

ば

幸

い
で

あ

る

。

（
1
1
）
　
身

体

を

忘

れ

た

デ

カ

ル

ト
以

来

の
西

欧

近
代

哲

学

に

対

し

て
西

田

の

身

体

論

が

持

つ
意

義

に

つ

い

て

は

、
湯

浅

泰

雄

『
身

体

論
　

東

洋

的

心

身

論

と

現

代

』

講

談

社

学

術

文

庫

（
第

一

章

）

参

照

。

ま

た

、

後

期

西

田

の
身

体

論

は

メ

ル

ロ
=
ポ
ン
テ
ィ
の
身
体
論
に
先
ん
じ
て
、
優
れ
て
そ
れ
に
重
な
る
と
こ
ろ
が
大

き

い

。
両

者

は

興

味

深

い

比

較

の

対

象

と

な

ろ

う

。

こ

の

点

に

関

し

て

は
湯

浅

同

書

の

他

、
野

家

啓

一

「
歴

史

の

中

の
身

体
　

西

田

哲

学

と

現

象

学

」
『
現

代

思

想

』

一
九

九

三

年

一

月

号

所
収

も

参

照

。

（
1
2
）
　

こ

の

点

に

関

連

し

て

、

湯

浅
前

掲

書

八

九
－

九

〇

頁

も

参

照

。

（
こ

ん
だ
・
り

ゅ
う
へ
い
、
哲
学
・
倫
理
学
、

明
治
学
院
大

学
非
常
勤
講
師
）
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