
〈
研

究

論
文

５

〉

美
と
神
秘
と
自
由
の
連
関
に
つ
い
て

―
シ
モ
ー
ヌ
・
ヴ
ェ
イ
ユ
と
西
田
幾
多
郎
―

は

じ

め

に

私
た
ち
は
、
師
友
、
事
象
と
の
出
会

い
を
通
し
て
心
底
心
貫

か
れ

る
想
い

を
す
る
と
き
、
存
在
、
時
間
を
超
え

た
何
ら

か
永
遠
と
の
接
触

を
感
じ

る
で

あ
ろ
う
。
そ
う
し
た
と
き
、

た
と
え
そ
れ
が
否
定
的
契
機

を
経
て
で

あ
れ
、

私
た
ち
は
、
己
を
超
越
し

た
息
吹

に
よ

っ
て
、
何
ら

か
不
思
議

な
可

能
性
へ

自
ず
と
披
か
れ
て

い
る
の
を
感
じ

る
の
で

は
な

か
ろ
う

か
。

シ
モ
ー
ヌ
・

ヴ

ェ
イ

ユ
（
一
九
〇
九
-
一
九
四
三
）
は
、
「
不

幸
と

の
接

触

は
、
私
の
青
春
を
殺
し
て
し
ま
っ
た
の
で
す
」
（
A
D
 
3
6
）
と
彼
女
自
身
述

べ
る
一
女
工
と
し
て
工
場
で
働

く
「
工
場
生
活

の
経

験
」
（
一
九
三
四
-
一
九

三
五
）
と
い
う
衝
撃
的
契
機

を
通
し

て
、
思
惟
と

身
体

に
於

い
て

「
不

幸
」

の
徼
を
受
け
取

る
こ
と

に
な
る
の
と
同
時

に
、
彼
女

の
思

想
の
中
心
観
念
で

あ
る
「
不
幸
」

を
醸
成
さ
せ

る
こ

と
に
な
る
。

今
　
村
　
純
　
子

こ

の

経

験

を

基

底

に
し

て

書

か

れ

た

論
文

『
奴

隷

的

で

な

い
労

働

の

第

一

条

件

』
（
１
９
４
１
　
／
　
Ｃ
Ｏ
　
２
６
１
-２
７
３
）

に

於

い
て

ヴ

ェ
イ

ユ
が

力

説

す

る

こ

と

は
、
現
存
在
に
釘
付
け
に
な
り
、
「
合
目
的
性
F
i
n
a
l
i
t
e
」
　
の
剥
奪
さ
れ
た

労

働

者

た

ち

に

と

っ
て

必
要

な
も

の
は

「
美

」
で

あ

り

、

日
常

生

活

の

実

体

で
あ

る

よ

う

な

「
詩

」

で

あ

る

（
Ｃ
Ｏ
　
２
６
５
）

と

い

う

こ

と

で

あ

る

。

こ

こ

で

、

ヴ

ェ
イ

ユ

は

、

意

志

に

よ

っ
て

は
超

克

不
可

能

な

「
不

幸
」

に
於

け

る

救

い

を

、

意

志

よ

り

手

前

の

欲

望

に

根

ざ

し

、
「
目

的

な

き

合

目

的

性

f
i
n
a
l
i
t
e
 
ｓ
ａ
ｎ
ｓ
　
f
i
n
」
で
あ
る
「
美
」
に
求
め
、
と
り
わ
け
「
美
」
が
宗
教

と

密

接
す

る

「
詩

」

に

於

い

て

、
宗

教

的

超

越

の
可

能
性

を

見
出

し
て

い
る

の

で

あ

る

。

鈴

木

大

拙

は

、
『
東

洋

的

な

見
方

』

の
な

か

で

ヴ

ェ
イ

ユ
に

つ

い
て

触

れ

、

「
と

こ

ろ

が
不

思

議

な

こ

と

に

、

わ

し

の

本

を

読

ん

だ

と

書

い

て

あ

る

ん

で

す

ね

。

わ

し

の

本

の

禅

に
関

し

た
も

の
を

読

ん

で

お

る

と

書

い

て
あ

る
」

と



述

べ

、

ま

た

ヴ

ェ

イ

ユ

が

労

働

者

に

必

要

な

も

の

は

パ

ン

で

も

バ

タ

ー

で

も

な

く

何

よ

り

「

詩

」

で

あ

る

と

い

っ

て

い

る

こ

と

に

着

目

し

、

「

わ

た

し

は

こ

れ

が

シ

モ

ー

ヌ

・

ヴ

ェ

イ

ユ

と

い

う

よ

う

な

人

で

な

け

れ

ば

い

え

な

い

か

と

思

う

」

と

述

べ

て

い

る

。

実

際

、

ヴ

ェ

イ

ユ

は

、

大

拙

の

『

禅

仏

教

論

集

』

（

英

文

）
を

読

ん

で

お

り

、

ヴ

ェ

イ

ユ

の

『

ノ

ー

ト

』

に

は

、

禅

、

公

案

、

鈴

木

貞

太

郎

の

語

が

散

見

さ

れ

る

。

そ

し

て

、

哲

学

に

対

す

る

ヴ

ェ

イ

ユ

の

姿

勢

を

端

的

に

示

し

て

い

る

と

い

え

る

次

の

言

葉

は

あ

た

か

も

公

案

か

ら

編

み

出

さ

れ

た

か

の

よ

う

で

あ

る

。
「

哲

学

本

来

の

方

法

は

、

解

決

不

可

能

な

問

題

を

そ

の

解

決

不

可

能

性

に

於

い

て

明

晰

に

把

握

し

、

次

に

何

年

も

の

間

、

如

何

な

る

希

望

も

も

た

ず

、

待

機

の

裡

に

、

そ

れ

ら

に

何

も

加

え

ず

に

、

じ

っ

と

、

た

ゆ

ま

ず

観

照

す

る

こ

と

に

於

い

て

あ

る

。

…

…

超

越

へ

の

道

行

き

は

、

知

性

、

意

志

、

人

間

的

な

愛

と

い

っ

た

人

間

の

能

力

が

限

界

に

突

き

当

た

り

、

そ

し

て

人

間

的

存

在

が

そ

の

境

に

留

ま

り

、

そ

れ

を

超

え

て

一

歩

も

進

め

ず

、

そ

し

て

方

向

転

換

せ

ず

、

自

分

が

何

を

望

ん

で

い

る

か

も

知

ら

ず

、

緊

張

の

裡

に

た
だ
待
ち
望
ん
で
い
る
と
き
で
あ
る
。
」
（
C
S
 
3
0
5
強
調
―
筆
者
）

ヴ
ェ
イ
ユ
は
、
こ
う
し
た
状
態
を
「
極
度
の
屈
辱
」
で
あ
る
（
Ｃ
Ｓ
　
３
０
５
）

と

い

い

、

こ

の

状

態

に

留

ま

る

こ

と

に

お

い

て

の

み

、

真

理

が

開

示

さ

れ

る

可
能
性
を
見
出
し
て
ゆ
く
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
に
西
洋
と
東
洋
の
あ
わ
い
が

見

ら

れ

、

ま

た

西

洋

、

東

洋

を

超

越

し

た

、

人

間

の

根

源

に

於

け

る

自

ら

も

そ

れ

と

知

ら

ず

に

潜

む

光

と

も

い

う

べ

き

力

の

可

能

性

が

見

出

さ

れ

る

の

で

あ
る
。

一
方
、
哲
学
の
根
を
「
驚
き
」
で

は
な
く
「
悲
哀
」
の
裡

に
見

、
そ
の
哲

学
の
地
下
水
脈
と
し
て
禅
が
あ
る
と
い
え
る
西
田
幾
多
郎
（
一
八
七
〇
-
一
九

四
五
）
は
、
ヴ
ェ
イ

ユ
と
は
異
な
り

、
西

洋
哲
学
と
対
峙
し
、

体
系
的
哲
学

を
構
築
し
て

い
る
。
そ
の
思
索
の
長
さ
、
形
態
か
ら
鑑
み
て

、
両
者

を
並
列

し
て

比
較
す

る
こ
と

は
不
可

能
に
近

い
。
し

か
し
、
私

た
ち
が
両
者

に
共
通

す

る
「
実
在

へ
の
眼

差
し

の
深
さ
」

に
眼
を
向
け
る
と
き

、
と
り

わ
け
悟
性

で

は
な
く

、
感
性

に
よ

る
直
観
か
ら
導
出
さ
れ
る
「
美
」
へ

の
両
者
の
眼
差

し

に
着
目
す

る
と
き

、
そ
こ

に
「
美
と
神
秘
と
自
由
の
連
関
」
が
見
出
さ
れ

ニ
一
世
紀
に
生
き
る
私
た
ち
自
身
の
「
詩
」
が
見
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

一
　

認

識

と

距

離

ヴ

ェ
イ
ユ
も
西

田
も
そ
の
哲
学
的
思
索
の
比
較
的
早
い
段
階
に
於
い
て
、

カ
ン
ト
を
源
泉
と
す
る
近
代
美
学
に
対
し
彼
ら
に
固
有
の
解
釈
を
行

っ
て
お

り
、
そ
れ
が
あ
る
意
味
で
予
定
調
和
的
に
彼
ら
の
思
索
の
方
向
性
を
指
し
示

し
て

い
る
と
い
え

る
。

こ
こ
で
は
ま
ず
カ

ン
ト
美
学
を
少
し
く
振
り
返

っ
て
お
き
た
い
。
美
的
判

断
は
趣
味
判
断
で

あ
り
、
そ
の
基
礎
は
概
念
で

は
な
く
主
観
の
感
情
に
置
か

れ
て
い
る
。
し
か
し
、
あ
る
も
の
が
「
美
味
し

い
」
と
い

っ
た
快
、
不

快
の

感
情
は
、
個
人
の
判

断
に
依
り
、
そ
の
感
情

は
千
差
万
別
で

あ
る
の
と
は
異

な
り
、
あ
る
も
の
が
「
美
し
い
」
と
い
っ
た
場
合
。
そ
れ
が
主
観
の
感
情
で

あ
る
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
あ
た
か
も
対
象

の
属
性
で
あ
る
が
ご
と
く
万

人
に



普

遍

妥

当

的

に

そ

の

感

情

を

要

求

で

き

る

。

カ

ン

ト

が

美

を

「

目

的

な

き

合

目

的

性

」
、
「
関

心

な

き

適

意

」

と

定

義

す

る

の

は

、

美

は

判

断

す

る

人

の

目

的

や

関

心

を

超

え

た

彼

方

に

、

感

性

に

於

け

る

超

感

性

の

現

れ

、

経

験

に

於

け

る

先

験

性

の

現

れ

、

あ

る

い

は

感

性

に

於

い

て

一
切

の

感

性

的

質

料

を

排

し

た

形

式

と

し

て

あ

る

か

ら

で

あ

り

、

そ

れ

は

私

た

ち

が

超

感

性

的

基

体

を

も

つ

こ

と

に

よ

る

。

ま

た

、

認

識

能

力

と

し

て

は

悟

性

が

あ

く

ま

で

構

想

力

に

仕

え

る

と

い

う

か

た

ち

で

、
「

悟

性

と

構

想

力

の

戯

れ

に

於

け

る

諧

和

z
ｕ
ｓ
ａ
ｍ
ｍ
ｅ
ｎ
ｓ
ｅ
ｔ
ｚ
ｕ
ｎ
ｇ
」
と
し
て
あ
る
。

カ

ン

ト

が

こ

こ

に

「

自

由

」

を

見

て

い

た

と

す

れ

ば

、

美

的

判

断

が

単

に

趣

味

判

断

で

あ

り

な

が

ら

普

遍

妥

当

性

を

有

す

る

と

い

う

超

越

性

の

み

な

ら

ず

、

判

断

す

る

そ

の

人

が

自

己

の

利

害

、

関

心

を

離

れ

、

対

象

に

向

か

い

合

い

、

そ

の

人

の

自

律

に

於

い

て

判

断

す

る

こ

と

に

「

自

由

」

が

あ

る

の

で

あ

り

、

ヴ

ェ

イ

ユ

と

西

田

の

注

視

は

正

に

こ

の

点

に

定

め

ら

れ

る

と

い

え

る

。

し

か

し

、

そ

れ

と

同

時

に

、

ヴ

ェ

イ

ユ

の

場

合

直

観

的

に

、

西

田

の

場

合

自

覚

的

に

、

自

律

を

離

れ

た

垂

直

方

向

へ

の

眼

差

し

が

既

に

両

者

の

初

期

の

論

考

に

於

い

て

も

見

ら

れ

、

そ

れ

は

同

時

に

カ

ン

ト

が

悟

性

で

も

理

性

で

も

な

い

判

断

力

の

批

判

書

を

第

一

、

第

二

批

判

の

間

に

で

は

な

く

最

後

に

も

っ

て

き

た

こ

と

、

ま

た

第

一

批

判

の

冒

頭

が

超

越

論

的

感

性

論

（
美

学

）
Ｄ
ｉｅ

ｔ
ｒ
ａ
ｎ
ｓ
ｚ
ｅ
ｎ
ｄ
ｅ
ｎ
ｔａ
ｌｅ
　
Ａ
ｓ
ｔ
ｋ
ｅ
ｔ
ｉｋ

か

ら

始

め

ら

れ

る

こ

と

と

も

根

の

深

い

と

こ

ろ

で

共

通

性

を

も

つ

の

で

あ

り

、

哲

学

と

宗

教

を

重

ね

る

こ

と

に

臆

さ

な

い

ヴ

ェ
イ

ユ

と

西

田

と

は

対

照

的

に

、

カ

ン

ト

の

場

合

、

哲

学

と

宗

教

を

明

確

に

区

別

す

る

自

己

の

立

場

を

決

し

て

崩

す

こ

と

は

な

い

と

は

い

え

、

何

よ

り

人
間
の
「
自
由
」
を
探
究
し
て
い
た
カ
ン
ト
が
．
エ
ス
テ
ー
テ
ィ
ッ
シ
ュ
な

力

、

す

な

わ

ち

純

粋

直

観

に

基

づ

く

判

断

力

に

よ

る

趣

味

Ｇ

ｅ
ｓ
ｃ

ｈ
ｍ

ａ
ｃ

ｋ

そ

最

も

重

き

を

な

す

も

の

で

あ

る

と

看

做

し

て

い

た

と

考

え

る

こ

と

も

で

き

よ
う
。し

か

し

、

究

極

的

に

、

ヴ

ェ

イ

ユ

と

西

田

の

場

合

、

「

判

断

力

に

よ

る

趣

味

」

以

前

、

あ

る

い

は

そ

れ

を

超

え

た

と

も

い

え

る

立

場

に

至

る

わ

け

で

あ

る

が

、

そ

う

し

た

道

行

き

を

可

能

に

さ

せ

る

も

の

は

一

体

何

で

あ

ろ

う

か

。

そ

れ

は

、

認

識

は

主

観

が

客

観

か

ら

離

れ

る

、

ま

た

主

観

を

客

観

化

す

る

こ

と

に

於

い

て

あ

る

と

い

う

把

握

で

あ

る

。

す

な

わ

ち

、

美

し

い

対

象

は

何

ら

か

距

離

を

要

求

す

る

と

い

う

こ

と

で

あ

る

。

ヴ

ェ

イ

ユ

の

場

合

、

極

く

初

期

の

段

階

に

於

い

て

、

美

し

い

対

象

の

「

目

的

な

き

合

目

的

性

」
、

「

関

心

な

き

適

意

」

を

模

倣

す

る

こ

と

で

私

た

ち

も

、

ま

た

、

自

己

の

裡

の

客

観

ｌ
’
ｏ
ｂ
ｊ
ｅ
ｔ
す
な
わ
ち
、
私
た
ち
の
情
念
、
感
情
、
思
惟
を
切
り
放
し
、
「
目
的

な

き

合

目

的

性

」
、

「

関

心

な

き

適

意

」

の

二

重

の

意

味

（

主

観

と

客

観

の

距

離

、

主

観

と

主

観

の

裡

な

る

客

観

の

距

離

）

を

見

出

し

、

こ

こ

に

於

い

て

私

た

ち

は

神

の

象

徴

と

な

り

、

カ

ト

リ

ッ

ク

（

＝

普

遍

的

）

の

立

場

に

立

つ

こ

と

が

で

き
る
（
C
O
I
 
7
2
）
と
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
フ
ラ
ン
ス
・
ス
ピ
リ

チ

ュ

ア

リ

ス

ム

の

伝

統

に

則

り

、

知

覚

、

判

断

か

ら

宗

教

を

導

き

出

し

、

「

私

」

と

い

う

も

の

の

放

棄

に

は

段

階

を

要

す

る

ヴ

ェ

イ

ユ

と

対

照

的

に

、

西

田

の

場

合

、

「

目

的

な

き

合

目

的

性

」

、

「

関

心

な

き

適

意

」

を

直

ち

に

「
無
我
の
境
界
」
（
Ｘ
Ⅲ
　
７
９
）
と
結
び
つ
け
、
美
を
「
思
慮
分
別
を
超
越
す

る
直
覚
的
真
理
」
（
Ｘ
Ⅲ
　
８
０
）
で
あ
る
と
し
、
美
と
宗
教
の
密
接
に
臆
す
る



と
こ
ろ
が
な
い
。
こ

こ
に
於

い
て

「
距
離
」

は
一
挙

に
消

滅
し
、
「
真

の
自

覚
は
自
分
の
中
に
於
い
て
自
分
を
知
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
」
（
Ⅳ
1
2
7
 
強

調
-
筆
者
）
か
ら
、
「
自
覚
と
い
う
の
は
自
己
が
自
己
に
於
い
て
自
己
を
見
る

と
い
う
こ
と
で
あ
る
」
（
Ⅴ
　
4
2
3
 
強
調
-
筆
者
）
　
へ
と
、
「
純
粋
経
験
」
、
「
自

覚
」
、
「
場
所
」
と
次
第

に
「
距

離
」

の
自
覚
が
明
確

に
な
っ
て

ゆ
く
。

そ
し

て
、
西
洋

か
ら
東
洋
へ
あ

る
い
は
東
洋

か
ら
西
洋

へ
と

、
ど
の
よ
う
な
道
筋
、

ど
の
よ
う
な
表
現
方
法
を
取
ろ

う
と
も

、
カ
ン
ト
の
い
う
純
粋

直
観
、
西

田

の
い
う
純
粋
経
験
の
そ
の

「
純
粋
」
と

い
う
語

に
着
目
す

る
と
き

、
自

己
あ

る
い
は
事
象
の
質
料
を
離
れ
た
形
相

へ
の
注
視
が
、
人
を

「
救

い
」

の
路
へ

と
誘
い
、
認
識
に
必
要

な

「
距

離
」

を
保
証
す

る
も
の
が

、
「
超
越
」
と

い

う
時
点
に
於
い
て
は

「
美
」
と

い
う
存
在
論
的
基
盤
に
よ

っ
て
図
ら
れ

、
と

り
わ
け

「
不
快
」

に
於
い
て
も

「
美
」
を
見
出
す
と
き
、
究
極
的

に
、
ヴ

ェ

イ
ユ
の
い
う
「
不
幸
」

の
よ
う
な
極
限
状
況
に
於
い
て

「
美
」
を
見
出
す
と

き

、
そ
の
場
と
し
て
ヴ

ェ
イ
ユ
に
と

っ
て
は

「
真
空
」
、
西

田

に
と

っ
て

は

究

極
的
な

「
場
所
」
で
あ
る

「
絶
対
無
」
の
観
念
が
導
出
さ
れ
る

の
で
あ

る
。

二

「
真

空

」

と

「
絶

対

無

」

ヴ
ェ
イ

ユ
が
自
己
の
経
験
を
通
し
て
捉
え
た

「
不
幸
」
の
観
念

は
、

ヴ
ェ

イ

ユ
に
固
有
の

ニ
ヒ
リ

ズ

ム
の
把
握

に
つ
な
が

る
。
「
不

幸
」
を

端
的
に
述

べ
れ
ば
、
罪
の
な
い
無
辜
な
人
が
外
的
必
然
性
と
し
て
苦
悩
を
課
さ
れ
、
そ

の
苦
悩
を
自
己

の
想
像
力
や
動
機

に
よ

っ
て
は
取
り
除
く
こ
と
が
で
き
な

い

状
態
で
あ
る
。

ヴ

ェ
イ

ユ
が

「
不
幸
」
の
典
型
的
な
例
と
し
て
挙
げ
る
の

は

「
十
字
架
上
の
キ
リ
ス
ト
Ｃ
ｈ
ｒ
ｉ
ｓ
ｔ
　
ｃ
ｒ
ｕ
ｃ
ｉ
ｆ
ｉ
ｅ
」
で
あ
り
、
こ
れ
を
「
受
難

P
a
s
s
i
o
n
」
あ
る
い
は
「
十
字
架
上
の
イ
エ
ス
」
と
置
換
す
る
こ
と
は
な
い
。

こ

こ

に

於

い

て

、

ヴ

ェ

イ

ユ

は

「

十

字

架

上

の

キ

リ

ス

ト

」

と

い

う

特

殊

な

例

を

出

し

な

が

ら

、

私

た

ち

全

て

が

こ

の

状

態

に

な

り

う

る

普

遍

妥

当

性

を

示

し

て

い

る

と

い

え

る

。

ニ

ー

チ

ェ

と

同

様

に

捉

え

ら

れ

た

「

神

の

不

在

」

す

な

わ

ち

「

神

の

死

」

が

、

ヴ

ェ

イ

ユ

に

と

っ

て

は

無

限

に

隔

て

ら

れ

た

「

距

離

」

と

し

て

捉

え

ら

れ

、

こ

の

無

限

に

隔

て

ら

れ

た

「

距

離

」

を

形

作

る

「

キ

リ

ス

ト

の

叫

び

」

と

「

神

の

沈

黙

」

は

全

て

の

認

識

を

超

え

た

「

至

高

の

調

和

」

（
Ｉ
Ｐ

　
１
６
８
）

を

な

す

。

こ

の

よ

う

に

、

主

観

と

客

観

の

距

離

、

父

な

る

神

と

子

な

る

キ

リ

ス

ト

（

イ

エ

ス

）

と

の

無

限

に

隔

て

ら

れ

た

距

離

、

至

高

の

調

和

と

い

う

過

程

を

見

て

く

る

と

、

西

田

が

段

階

を

踏

み

熟

成

を

経

て

た

ど

り

着

い

た

「

絶

対

無

」

に

於

け

る

「

逆

対

応

」

を

、

ヴ

ェ

イ

ユ

は

あ

る

種

の

飛

躍

を

も

っ

て

直

観

し

て

い

る

と

い

う

こ

と

が

で

き

る

。

こ
こ
で
は
、
ヴ
ェ
イ
ユ
に
於
け
る
「
逆
対
応
」
と
い
え
る
過
程
を
よ
り
詳

し

く

見

て

み

た

い

。

如

何

な

る

合

目

的

性

も

見

出

す

こ

と

が

で

き

な

い

「

魂

が

粉

砕

さ

れ

た

状

態

」

（

Ｐ

Ｓ

　
１
２
２

）

で

あ

る

「

不

幸

」

に

於

い

て

「

真

空

」

に

触

れ

る

と

き

、

正

に

こ

の

「

真

空

」

が

「

逆

対

応

」

に

至

る

か

否

か

の

転

換

の

契

機

の

場

で

あ

る

と

い

え

る

。

ヴ

ェ

イ

ユ

は

、

「

エ

ネ

ル

ギ

ー

の

化

体

ｔ
ｒ
ａ
ｎ
ｓ
ｓ
ｕ
ｂ
ｓ
ｔ
ａ
ｎ
ｔ
ｉ
ａ
ｔ
ｉ
ｏ
ｎ
　
ｄ
ｅ
　
l
`
ｅ
ｎ
ｅ
ｒ
ｇ
ｉ
ｅ
」
（
P
C
 
5
5
）
と
い
う
概
念
を
用
い

て

私

た

ち

の

生

き

る

エ

ネ

ル

ギ

ー

の

転

換

作

用

の

分

析

を

し

て

い

る

。

私

た

ち

が

自

己

の

自

律

に

依

っ

て

生

き

、

想

像

力

に

よ

っ

て

「

真

空

」

を

埋

め

合



わ

せ

る

こ

と

が

可

能

で

あ

る

場

合

、

私

た

ち

は

限

り

な

く

「

補

足

的

エ

ネ

ル

ギ
ー
　
l
`
ｅ
ｎ
ｅ
ｒ
ｇ
ｉ
ｅ
　
ｓ
ｕ
ｐ
ｐ
ｌ
ｅ
ｍ
ｅ
ｎ
ｔ
ａ
ｉ
ｒ
ｅ
」
に
依
っ
て
生
き
る
。
し
か
し
。
「
補

足

的

エ

ネ

ル

ギ

ー

」

が

使

い

果

た

さ

れ

、
「
真

空

」

に

直

面

す

る

と

き

、

こ

の
「
真
空
」
を
抱
き
し
め
る
こ
と
、
つ
ま
り
こ
の
「
極
限
状
況
の
実
在
」
を
、

「
不

在

の

神

」

を

。

愛

し

続

け

る

こ

と

が

で

き

る

潜

在

的

力

が

私

た

ち

の

裡

に

あ

る

こ

と

に

ヴ

ェ

イ

ユ

は

着

目

し

て

い

る

。

こ

の

と

き

、

全

き

自

己

否

定

、

つ

ま

り

身

体

の

死

よ

り

も

っ

と

恐

ろ

し

い

自

我

∃
ｏ
’

の

死

へ

の

同

意

が

、

意

志

で

は

な

く

欲

望

に

よ

っ

て

な

さ

れ

る

の

で

あ

れ

ば

、
「

植

物

的

エ

ネ

ル

ギ
ー
　
l
`
ｅ
ｎ
ｅ
ｒ
ｇ
ｉ
ｅ
　
ｖ
ｅ
ｇ
ｅ
ｔ
ａ
ｉ
ｖ
ｅ
」
が
湧
出
す
る
。
こ
れ
が
「
死
し
て
再
び
生

ま

れ

る

こ

と

」

で

あ

る

と

い

え

る

の

で

あ

る

が

、
「

自

己

否

定

」

と

い

う

こ

と

を

認

識

論

的

に

受

け

入

れ

る

こ

と

が

可

能

な

風

土

で

あ

る

東

洋

と

は

異

な

り

、

自

我

の

確

立

の

も

と

に

哲

学

が

築

か

れ

て

き

た

西

洋

に

於

い

て

こ

の

こ

と

を

い

う

た

め

に

、

ヴ

ェ

イ

ユ

は

、
「

世

界

の

中

心

は

こ

の

世

界

を

超

え

た

と

こ

ろ

に

あ

る

こ

と

を

知

る

こ

と

」
、
「
必

然

性

へ

の

同

意

は

神

の

意

志

に

同

意

す

る

こ

と

で

あ

る

こ

と

」
、
「

一

人

称

で

ａ
　
ｌａ
　ｐ
ｒ
ｅ
ｍ

ｉｅ
ｒ
ｅ
　ｐ
ｅ
ｒ
ｓ
ｏ
ｎ
ｎ
ｅ

語

る

こ

と

を

放

棄

す

る

こ

と

」
、

と

あ

ら

ゆ

る

表

現

を

駆

使

し

て

、
「

絶

対

否

定
」
（
×
Ⅰ
　
３
９
５
）
に
直
面
す
る
こ
と
を
通
し
て
の
「
自
己
の
永
遠
の
死
」

（
Ｘ
Ｉ
　
３
９
５
）

を

説

こ

う

と

す

る

。

そ

し

て

、
「

自

己

の

永

遠

の

死

」

に

直

面

し

て

初

め

て

「

恩

寵

」

を

受

け

入

れ

る

器

と

し

て

の

み

働

く

、

葉

緑

素

の

よ

う

に

光

に

感

光

し

て

初

め

て

そ

の

エ

ネ

ル

ギ

ー

を

出

す

力

、

つ

ま

り

主

体

的

受

動

性

と

も

い

う

べ

き

「
植

物

的

エ

ネ

ル

ギ

ー

」

に

依

る

「

注

意

ａ
ｔ
ｔｅ
ｎ
-

ｔ
ｉ
ｏ
ｎ
」
の
力
が
働
き
、
ヴ
ェ
イ
ユ
に
於
け
る
「
逆
対
応
」
が
可
能
と
な
る
の

で

あ

る

。

三
　

世

界

の

美

と

「
不

幸

」

究

極

的

に

、
「
自

己

自

身

の

存

在

が

問

わ

れ

る
」
（
Ｘ
Ｉ
　
３
９
３
）

と

い

え

る

「
不

幸

」

に

お

け

る

「
真

空

」

と

の

接

触

に

於

い

て

、
「
植

物

的

エ
ネ

ル

ギ

ー
」

が

湧

出

し

、
「
自

己

か

ら

働

く

も

の
」
（
Ｘ
Ｉ
　
３
７
４
）

で

あ

る

主

体

の

「
注

意

」

が

働

き

、

意

志
で

は
な

く

欲

望

に
よ

っ
て

苛

酷

な

実
在

を

愛

す

る

、

す

な

わ

ち

不

在

の

神

を

愛
す

る

「

方

向

」
（
Ｘ
Ｉ
　
３
７
５
）

が

見

ら

れ

る

た

め

に

は

、

そ

れ

を

保

証

す

る

確

か
な

も

の

を

私

た
ち

が

感

得

で
き

な
け

れ

ば

な

ら

な

い

。

そ

れ

は

、

カ

ン

ト
が

道

徳

の

立

場

に

真

に

立
脚

す

る

た

め
に

は

、

究

極

的

に

は

道

徳

的

意

志

に
よ

る

「
徳

」

と

感

性

的

欲

求

に

よ

る

「
幸

福

」

と

の

絶

対

的

諧

和

を

保

証

す

る

も

の

と

し

て

、
「
最

高

善

」

と

し

て

の
神

が

要

請

さ

れ

な

け

れ

ば

な

ら

な

い
と

考

え

た

こ
と

に
連

な

る

も

の
で

あ

り

、

カ

ン

ト

に

と

っ
て

要

請

で

あ

り
、

信

で

あ

っ

た
も

の

が

ヴ

ェ
イ

ユ

に
と

っ
て

は

美

と

の

接

触

と

い

う

存

在

論

的

意

義

を

も

つ
。

し

か

し

、

な

ぜ

、
「
不

幸
」

に

於

い

て

「
美

の

感

情

に

依

る
至

高

の

歓

び
」

が

見

出

さ

れ

る

の
で

あ

ろ

う

か

。

こ

こ

で

、

二

章

に

於

い

て

「
不

幸

」

の

例

と

し

て

ヴ

ェ
イ

ユ
が

「
十

字

架

上

の

キ

リ

ス

ト
」

を

挙

げ

、
そ

こ

に
普

遍

妥

当

性

を

見

出

し
て

い

る
こ

と

を

も

う

一

度

振

り

返

っ
て

み

る
と

、

こ

こ

に
於

い

て

「
作

ら

れ

た
も

の

か

ら

作

る

も

の

へ

」
（
Ｘ
Ｉ
　
３
７
５
）
’

「
限

定

せ

ら

れ

た

も

の

か

ら

限

定

す

る

も

の

へ

」

（
Ｘ
Ｉ
　
３
７
５
）

の

移

行

に

よ

る

「
否

定

の

否

定

」
（
Ｘ
Ｉ
　
３
７
５
）

が

必

要

不

可

欠

と

さ

れ

て

く

る

と

い

え

る

。

ヴ

ェ

イ

ユ

は

こ

の

移

行

を

「
脱

創

造



d
ｅ
ｃ
ｒ
ｅ
ａ
ｔ
ｉ
ｏ
n
」
と
い
う
の
で
あ
る
が
、
西
田
の
よ
う
に
こ
の
「
世
界
」
に
留

ま

る

こ

と

な

く
、

こ

の

「
世

界

」

を

超

え

、

完

全

に
己

を

脱

し

、
「
自

己

の

永

遠

の

死

」
、
「
自

我

の

放

棄

」

に

よ

っ
て

、
「
外

を

内

に

見
」
（
Ｘ
Ｉ
　
３
９
２
）

る
こ

と

が

究

極

的

に

「
神

を

内

に

見

」

る

こ

と

に

ま

で

高

め

ら

れ

、

神

が

自

己

の

裡

に

永

遠

に

生

き

、

原

初

の

ア

ダ

ム
の

堕

罪

以

前

の

「
神

の

友

」

に
な

る
可

能

性

が

あ

る

こ

と

を

見

出

し

て

い

る

。

私
た
ち
の
自
然
・
本
性
は
、
振
り
上
げ
ら
れ
た
鞭
に
対
し
必
ず
震
え
る
。

こ

の

鞭

に

自

ら

進

ん

で

同

意

す

る

超

自

然

性

は

「
狂

気
」

で

あ

り

、

こ

の

「

狂

気

」

に

の

み

神

の

「

狂

気

」

が

呼

応

す

る

の

で

あ

る

。

ヴ

ェ

イ

ユ

に

と

っ
て

、

神

は

「
受

難

」

だ

け

で

な

く

「
創

造
」
、
「
受

肉

」

に
於

い
て

も

贖

い

の
役

割

を

果

た

す

。

こ

の

神

の

愛

の

過

剰

に

、
「
神

の
絶

対

的

自

己

否

定

に
」
（
Ｘ
Ｉ
　
３
９
９
）
’

「
不

幸

」

の

状

態

に

於

い

て

の
み

応

え

る

こ

と

が

で

き

る

可

能
性

が

あ

る

こ

と

を

ヴ

ェ
イ

ユ

は

見

て

い

る

。

こ

の

よ

う

に
、

西

田

と

の

相
違

は

、

ヴ

ェ
イ

ユ
の

「
狂

気
」

の

飛

翔

は

「
意

志

的

存

在

」
（
Ｘ
Ｉ
　
４
１
３
）

を

放

棄

す

る

と

こ

ろ

ま

で

推

し

進

め

ら

れ

、

自

己

の

「
自

覚

」

は

一

旦
完

全

に

か

き

消

さ

れ

て

し

ま

う

と

い

う

こ

と

で

あ

る

。

が

、
「
不

幸

」

に

於

い

て

神

の

愛

を

受

け

取

っ

た
と

し

て

も

。

そ

こ

で

不

断

の

創
造

が

な
け

れ
ば

、

す

な

わ

ち

「
無

限

に

創

造

的

で

な

け

れ

ば

」
（
Ｘ
Ｉ
　
３
９
９
）
”

神

の

愛

が

そ

こ

で

育
た
ず
、
神
に
再
び
「
愛
」
を
返
し
、
父
な
る
神
と
子
な
る
キ
リ
ス
ト
（
イ

エ
ス
）
の
間
に
於
け
る
よ
う
に
、
聖
霊
す
な
わ
ち
「
愛
」
の
行
き
交
う

「
場

」

が

生

じ

る

こ

と

は

な

い

。

罪

人

と

し

て

死

ん

で

い

っ

た

キ

リ

ス

ト

（
イ
エ
ス
）
の
兄
弟
と
し
て
私
た
ち
が
創
造
さ
れ
た
と
考
え
な
い
か
ぎ
り
（
I
P

1
６
７
）
’

「
不

幸

」

な
人

に
於

い
て

「

逆
対

応
」

は

あ

り
得

ず

、
「
不

幸

が

キ

リ

ス

ト
教

の
核

心

」
（
Ｐ
Ｓ
　
１
２
１
）

で

あ
り

、
「
不

幸
」

に

於

い
て

「
永

遠

の
今

」

に
接

す

る
可

能

性

を

ヴ

ェ
イ

ユ

は
見

出

し

、

こ

う
し

て

主
体

の

側

に

於

い

て

「
絶

対

矛

盾

的

自

己

同

一
」

が

見

出

さ

れ

、

か

つ

神

と

の

関

係

に

於

い

て

「
反

対

の

一

致
」

が

見
出

さ

れ

る

の

で

あ

る
。

し

か

し

、

私

た

ち

に

は

自

己

を

否

定

す

る

「

絶

対

自

由

の

意

志
」

が

あ

る

（
ヨ

１
３
３
）

と

い

う

西

田

に

対

し

、

ヴ

ェ

イ

ユ

は

そ

う
し

た
主

体

の

働
き

ま

で
も

否

定

さ
れ

た
と

こ

ろ

に

現

れ

る

「

注
意

」

に

着

目

し

、

ま

た

、

こ

の

状

態

に

な
け

れ

ば

、
「

逆
対

応

的

に
神

に
接

し

、
神

に

つ
な

が

る
」
（
Ｘ
Ｉ
　
３
９
６
）

こ

と

は

で

き

な

い

、

と

考

え

る

。

ヴ

ェ

イ

ユ

に
於

け

る

プ

ラ

ト

ン

か

ら

の

霊
感

に

よ

る

「
仲

介

」

と

い

う

形

で

の

「
愛

」

の

観

念

は

西

田

に

は

決
し

て

見
ら

れ

ず

、
「
純

粋

感

情
」
、

「
純

粋

意

識

」

の

境

に

何

処

ま

で

も

「

純

粋

に

人

間

的

」
（
Ｉ
ｌ
ｌ
　
２
５
５
）

な

自

我

が

見

出

さ

れ

る
。

そ

こ

に

、
「

ア

プ

リ

オ
リ

」

の

把

握

が

「
絶

対

自

由

の

意

志

」

に
依

る
西

田

と

、

行

為

的

で

な

い

が

し

か
し

恍

惚

に
留

ま

る

も

の

で

も

な

い

「
神

秘

的
直

観

」

に
依

る
ヴ

ェ

イ

ユ

と

の
質

的

差
異

が

見

出

さ

れ

、

「
言

葉
」
（
Ｍ

太

と

に

よ

る

表

現

を

求

め

る
西

田

と

、

ロ
ゴ

ス

に

関

係

性

の
意

味

を
強

く

読
み

込

み
、
「
海

の
中

の

魚

の

よ

う

で

は

な
く

海

の

中

の

一

滴

の

水

の

よ

う

に
」
（
Ｉ
Ｐ
　
１
６
６
）
’

限

り

な

く

小

さ

い

が

し

か
し

同

じ

水

と

し

て

の

親

和

性

、

つ

ま

り

神

と

の

親

和

性

を

も

っ
て

生

き

る

こ

と

を

求

め

る

ヴ

ェ
イ

ユ

は

何

処
ま

で

も
差

異

を

見

せ

る

と

い

え

る

。

し

か
し

、
両

者

の

裡

に

「
絶

対

自

由

の
意

志

」

に

依

る

も

の
で

あ

れ

、
「
注

意

」

に

依

る

も

の

で

あ

れ

、
「
不

断

の

創

造
」

が

見

出

さ

れ

る

と

き

、

そ

こ

に

「
至

高

の

調

和

」



が
見
出

さ
れ
、
「
絶
対
的
自
由
」

が
見
出

さ
れ
る
こ
と

を
私
た
ち

は
直
観
す

る
の
で
あ

る
。結

び

に

か
え

て

私

た
ち

は
、
な
ぜ
、
ヴ

ェ
イ

ユ
に
、
西

田
に
、
惹

か
れ

る
の
で
あ
ろ

う
か
。

そ
れ
は
、
私
た
ち
が
ヴ
ェ
イ
ユ
に
も
西
田
に
も
■
啄
の
感
を
も
つ
か
ら
で
あ

ろ
う
。
ヴ

ェ
イ

ユ
に
触
れ
、
西
田

に
触
れ

、
私

た
ち
の
裡
な
る
知
ら
れ
ざ

る

本
質

に
気
づ
か
さ
れ
る
の
を
悟
性
で
は
な
く
、
感
性

に
よ
る
直
観

に
よ

っ
て

把
握
し
て
い
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
、
ヴ
ェ
イ
ユ
が
、
「
…

歓
び
と
は
実
在
と
の
接
触
以

外
の
も
の
で

は
な
い
。
悲
し
み
は
こ
の
感
覚
の

低
下
あ
る
い
は
消
失
以
外
の
も
の
で
は
な
い
」
（
Ｃ
Ｉ
　
１
８
）
’
西
田
が
、
「
…

純
粋
経
験
の
考
以

来
、
私

の
考
え
方
は
最
も
直
接
な
具
体
的
な
実
在
か
ら
出

立
す
る
と

い
う
の
で
し

た
」
（
Ｘ
ＩＩＩ
　１
３８
）

と
述
べ

る
よ
う
に
、
現

実
か
ら

逃
げ
ず
、
実
在
と
の
接
触
と
の
直
中
に
於

い
て
形
而
上
学
を
立
ち
あ
げ
て

い

る
点
に
依
る
と
い
え
る
。
そ
し
て
、
ヴ

ェ
イ

ユ
が

「
工
場
生
活
の
経
験
」
を

通
し
て
「
十
字
架
上
の
キ
リ
ス
ト
」

の
も
と
に
導

か
れ
る
と
き
、
西
田
が

一

心
不
乱
に
禅
に
打
ち
込
む

と
き
、
そ
し
て
そ
れ
ら
を
経
て
猛
烈
な
勢
い
で
執

筆
す
る
と
き

、
彼
ら
そ

の
人
た
ち

が
、
「
真
空
」
、
「
絶
対

無
」

と

い
う
非
常

に
純
粋
な
裸
の
本
質
に
触
れ
得
た
■
啄
の
感
を
も
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
で
あ

ろ
う
。
た
だ
、
ヴ
ェ
イ
ユ
の
場
合

、
西

田
に
比
し
て
あ
ま
り
に
も
生
き
た
時

間

が
短

い
。
哲
学
者
と
し
て

は
「
こ

れ
か
ら
」
と
い
う
年
齢
で
あ
る
。
し

か

し
、
自
意
識
が
ま
だ
芽
生
え

る
以
前

、
他
者
へ
と
披
か
れ
た
表
現

に
こ
だ
わ

る

以

前

に

書

か

れ

た

ヴ

ェ

イ

ユ

の

思

索

の

跡

は

、

逆

説

的

に

西

田

が

表

現

の

影

に

語

り

得

な

く

な

っ

て

し

ま

っ

た

「

城

壁

が

創

ら

れ

る

以

前

の

空

の

青

さ

」

と

い

っ

た

本

質

直

観

を

直

接

的

に

私

た

ち

に

開

示

し

て

く

れ

て

い

る

と

い

え

る

。

ヴ
ェ
イ
ユ
に
も
西
田
に
も
た
だ
そ
の
著
作
に
向
か
っ
て
い
る
だ
け
で
は
■

め

な

い

、

あ

る

段

階

に

達

し

た

と

き

の

飛

躍

が

あ

る

。

私

た

ち

も

ま

た

共

に

「

飛

ぶ

」

と

い

う

こ

と

の

た

め

に

、

彼

ら

に

接

し

た

と

き

の

感

動

を

保

持

し

つ

つ

、

自

己

が

内

と

外

と

か

ら

突

き

破

ら

れ

る

瞬

間

を

待

ち

望

ま

な

け

れ

ぱ

な

ら

な

い

で

あ

ろ

う

。

☆

シ

モ

ー

ヌ

ー

ヴ

ェ

イ

ユ

の

著

作

か

ら

の

引

用

・

要

約

は

以

下

の

略

記

号

を

用

い

た

（
ア
ル
フ
ァ
ペ
ッ
卜
順
）
。

Ａ
Ｄ
:
　
Ａ
ｔ
ｔ
ｅ
ｎ
ｔ
ｅ
　
ｄ
ｅ
　
Ｄ
i
ｅ
ｕ
，
　
３
ｅ
ｍ
ｅ
　
ｅ
ｄ
ｉ
ｔ
ｉ
ｏ
ｎ
，
　
Ｐ
ａ
ｎ
ｓ
,
　
Ｆ
ａ
ｙ
ａ
ｒ
ｄ
，
　
１
９
６
６
.

（

Ａ
:

　

Ｃ

ａ
ｎ

ｔｅ
ｒ

ｓ

　
Ｉ

，
　
ｎ

ｏ

ｕ

ｖ

ｅ

ｌ
ｌ

ｅ

　
ｅ

ｄ

ｉ
ｔ
ｉｏ

ｎ

， 　

Ｐ
ａ

ｒ

ｉｓ

，
　

１
９
７

０
.

Ｃ
Ⅱ
:
　
Ｃ
ａ
ｈ
ｉ
ｅ
ｒ
ｓ
　
Ｉ
Ｉ

，

Ｐ

ａ
ｒ

ｉｓ

，
　

Ｐ

ｌ
ｏ

ｎ

，
　
１

９
５
３
.

Ｃ
Ⅲ
：
　
Ｃ
ａ
ｎ
ｔ
ｅ
ｒ
ｓ
　
Ｉ
Ｉ
Ｉ

，

Ｐ

ａ
ｎ

ｓ

， 　

Ｐ

ｌ
ｏ
ｎ

， 　

１
９

５
６
.

C
O
 
:
　
Ｌ
ａ
　
Ｃ
ｏ
ｎ
ｄ
ｉ
ｔ
ｉ
ｏ
ｎ
　
ｏ
ｕ
ｖ
ｒ
ｉ
ｅ
ｒ
ｅ
，
　
Ｐ
ａ
ｒ
ｉ
ｓ
,
　
Ｇ
ａ
ｌ
ｌ
ｉ
ｍ
ａ
ｒ
ｄ
,
　
１
９
５
１
.

C
Ｓ
：
　
Ｌ
ａ
　
Ｃ
ｏ
ｎ
ｎ
ａ
ｉ
ｓ
ｓ
ａ
ｎ
ｃ
ｅ
　
ｓ
ｕ
ｒ
ｎ
ａ
ｔ
ｕ
ｒ
ｅ
ｌ
ｌ
ｅ
，
　
Ｐ
ａ
ｒ
ｉ
ｓ
，
　
Ｇ
ａ
ｌ
ｌ
ｉ
ｍ
ａ
ｒ
ｄ
，
　
１
９
５
０
.

I
P
:
 
Ｉ
ｎ
ｔ
ｕ
ｉ
ｔ
ｉ
ｏ
ｎ
ｓ
　
ｐ
ｒ
ｅ
-
ｃ
ｈ
ｒ
ｅ
ｔ
ｉ
ｅ
ｎ
ｎ
ｅ
ｓ

，

Ｐ
ａ

ｒ
ｉ
ｓ

，
　
Ｆ

ａ
ｙ

ａ
ｒ

ｄ

，
　

１
９
８

５
.

O
Ｃ
Ｉ
:
　
（
Ｅ
ｕ
ｖ
ｒ
ｅ
ｓ
　
ｃ
ｏ
ｍ
ｐ
ｌ
ｅ
ｔ
ｅ
ｓ
　
ｄ
ｅ
　
Ｓ
ｉ
ｍ
ｏ
ｎ
ｅ
　
Ｗ
ｅ
ｉ
ｌ
　
Ｉ

，

Ｐ
ａ
ｒｉ

ｓ
,
　
Ｇ

ａ

ｌ
ｌ
ｉ
ｍ

ａ
ｒ

ｄ
,
　

１
９

８
８
.

ｐ
G
:
 
　
Ｌ
ａ
　
Ｐ
ｅ
ｓ
ａ
ｎ
ｔ
ｅ
ｕ
ｒ
　
ｅ
ｔ
　
ｌ
ａ
　
Ｇ
ｒ
ａ
ｃ
ｅ

，

Ｐ
ａ

ｒ
ｉ
ｓ

，
　
Ｐ

ｌｏ

ｎ
,

　
１

９
４
８
.

P
S
:
 
Ｐ
ｅ
ｎ
ｓ
ｅ
ｅ
ｓ
　
ｓ
ａ
ｎ
ｓ
　
ｏ
ｒ
ｄ
ｒ
ｅ
　
ｃ
ｏ
ｎ
ｃ
ｅ
ｒ
ｎ
ａ
ｎ
ｔ
　
l
`
Ａ
ｍ
ｏ
ｕ
ｒ
　
ｄ
ｅ
　
Ｄ
ｔ
ｅ
ｕ
，
　
Ｐ
ａ
ｒ
ｉ
ｓ
，
　
Ｇ
ａ
ｌ
ｌ
ｉ



m
a

ｒ

ｄ

，
　

１
９
６

２

．

S
G
:
 
L
ａ
　
Ｓ
ｏ
ｕ
ｒ
ｃ
ｅ
　
ｇ
ｒ
ｅ
ｃ
ｑ
ｕ
ｅ
，
　
Ｐ
ａ
ｒ
ｉ
ｓ
，
　
Ｇ
ａ
ｌ
ｌ
ｉ
ｍ
ａ
ｒ
ｄ
，
　
１
９
５
３
.

☆

西

田

幾

多

郎

の

著

作

か

ら

の

引

用

・

要

約

は

『

西

田

幾

多

郎

全

集

』

一

－

一

九

巻

、

岩

波

書

店

、

一

九

七

八

－

一

九

八

〇

年

に

依

り

、

ロ

ー

マ

数

字

で

巻

を

表

し

た

。

な

お

旧

仮

名

遣

い

は

新

仮

名

遣

い

に

改

め

た

。

（

―

）

「

目

的

な

き

合

目

性

」

は

ヴ

ェ

イ

ユ

の

中

心

観

念

の

一

つ

で

あ

る

が

、

そ

の

源

泉

は

、

「

美

は

合

目

的

性

が

目

的

の

表

象

な

し

で

、

あ

る

対

象

で

知

覚

さ

れ

る

限

り

に

於

い

て

、

そ

の

対

象

の

合

目

的

性

の

形

式

で

あ

る

」

（

Ｉ
ｍ

ｍ

ａ
ｎ

ｕ

ｅ

ｌ

Ｋ

Ａ

Ｎ

Ｔ

，
　

Ｋ

ｒ

ｉ
ｔ
ｉ
ｋ

 

ｄ
ｅ
ｒ

 

Ｕ

ｒ

ｔｅ

ｉ
ｌｓ

ｋ
ｒ

ａ
ｆ

ｉ
ｔ

，
　

Ｈ

ａ
ｍ

ｂ
ｕ

ｒ
ｇ

，
　

Ｆ

ｅ

ｌ
ｉｘ

 

Ｍ

ｅ

ｉｎ

ｅ

ｒ

Ｖ

ｅ

ｒ

ｌａ
ｇ

，
　
１
９

９
０

，
　

§
１

７

，　
ｐ
.

７
７

）

と

い

う

カ

ン

ト

に

あ

る

と

思

わ

れ

る

が

、

究

極

的

に

は

「

十

字

架

上

の

キ

リ

ス

ト

」

に

表

象

さ

れ

る

「

不

幸

」

に

鳥

適

応

さ

れ

る

こ

と

に

な

る

。

「

不

幸

と

【

美

に

よ

る

】

至

高

の

そ

し

て

純

粋

な

歓

び

は

、

【

合

目

的

性

の

な

い

と

こ

ろ

に

あ

っ

て

合

目

的

性

を

探

究

さ

せ

る

】

二

つ

の

唯

一

の

路

で

あ

っ

て

そ

れ

ら

は

等

価

で

あ

る

。

し

か

し

、

不

幸

は

キ

リ

ス

ト

の

路

で
あ
る
」
（
I
P
 
1
6
8
 
強
調
-
筆
者
）
。

（

２

）
　

鈴

木

大

拙

「

『

詩

』

の

世

界

を

知

る

べ

し

」

『

東

洋

的

な

見

方

』

岩

波

文

庫

、

一

九

九

七

年

、

二

四

〇

頁

。

（

３

）
　

前

掲

、

二

四

一

頁

。

（

４

）

Ｔ

ｅ

ｉ
ｔ
ａ

ｒ
ｏ

　
Ｓ
ｕ

ｚ

ｕ

ｋ

ｉ
，

　

Ｅ

ｓ
ｓ
ａ
ｙ

ｓ

　

ｉｎ

　
Ｚ

ｅ
ｎ

　

Ｂ

ｕ

ｄ
ｄ

ｈ

ｉｓ
m

，
　

Ｌ

ｏ
ｎ

ｄ
ｏ

ｎ

，
　

Ｌ

ｕ

ｚ
ａ

ｃ

　
＆

C
O
.
,
　
１
９
３
３

．

（

５

）

Ｃ

ａ

ｈ

ｉｅ

ｒ
ｓ

　
Ｉ
Ｉ

，
　
Ｃ

ａ

ｈ

ｉｅ
ｓ

　
Ｉ
Ｉ
Ｉ

，
　
Ｌ

ａ

　
Ｃ
ｏ

ｎ

ｎ
ａ

ｉｓ
ｓ
ａ

ｎ

ｃ
ｅ

　ｓ
ｕ

ｒ
ｎ

ａ

ｔｕ

ｒ
ｅ

ｌ
ｌｅ
.

（
６
）
Ｉ
ｍ
ｍ
ａ
ｎ
ｕ
ｅ
ｌ
　
Ｋ
Ａ
Ｎ
Ｔ
，
　
Ｋ
ｒ
ｉ
ｔ
ｉ
ｋ
　
ｄ
ｅ
ｒ
　
Ｕ
ｒ
ｔ
ｅ
ｉ
ｌ
ｓ
ｋ
ｒ
ａ
ｆ
ｔ

。
　
§
1
-
§
２
２
，
　
ｐ
ｐ
.
３
９
-
８
６

参

照

。

（

７

）
　

ヴ

ェ

イ

ユ

と

西

田

の

思

想

は

究

極

的

に

自

律

を

離

れ

た

と

こ

ろ

に

あ

る

と

い

え
る
。
も
し
、
カ
ン
ト
の
思
想
を
重
ね
合
わ
せ
て
考
え
て
み
る
と
す
れ
ば
、

ヴ

ェ

イ

ユ

と

西

田

は

、

カ

ン

ト

と

同

様

の

路

を

歩

み

な

が

ら

最

終

的

に

超

越

と

い

う

時

点

で

カ

ン

ト

と

差

異

を

見

せ

る

と

い

う

見

方

が

妥

当

で

あ

ろ

う

。

こ

の

点

に

関

し

二

章

以

下

で

詳

し

く

見

て

い

く

こ

と

に

す

る

。

（
８
）
　
特
に
Ｌ
ｅ
　
Ｂ
ｅ
ａ
ｕ
　
ｅ
ｔ
　
ｌ
ｅ
　
Ｂ
ｉ
ｅ
ｎ
　
ｉ
ｎ
　
Ｏ
Ｃ
　
Ｉ
，
　
ｐ
ｐ
.
６
０
-
7
3
.
/
『
美
の
説
明
』
X
Ⅲ

所
収
、
七
八
-
八
〇
頁
参
照
。

（

９

）
　

ヴ

ェ

イ

ユ

が

高

等

師

範

学

校

卒

業

前

後

に

最

も

傾

倒

し

て

い

た

の

は

デ

カ

ル

ト
で
あ
り
、
卒
業
論
文
は
『
デ
カ
ル
卜
に
於
け
る
科
学
と
知
覚
』
（
1
9
3
0
）

（
ｏ

Ｃ

Ｉ
　
１
６
１
-
２
２
１
）

で

あ

る

。

（
1
0
）
　
I
m

ヨ

ａ
ｎ
ｕ
ｅ
ｌ
　

Ｋ

Ａ

Ｎ

Ｔ

，
　

Ｋ

ｒ
ｉ
ｔ
ｉ
ｋ
　

ｄ
ｅ
ｒ

　
ｐ
ｒ
ａ
ｋ
ｔ
ｉ
ｓ
ｃ
ｈ
ｅ
ｎ

　

Ｖ
ｅ
ｒ
ｎ
ｕ
ｎ
ｆ
ｔ

，
　

Ｈ

ａ
ｍ
-

ｂ
ｕ
ｒ
ｇ

，
　
Ｆ

ｅ
ｌ
ｉｘ

　
Ｍ

ｅ

ｉｎ
ｅ
ｒ
　
Ｖ
ｅ
ｒ
ｌａ
ｇ

，
　
１
９
９
０
,　
ｐ
.
 １
４
３
.

（

い

ま

む

ら

・

じ

ゅ

ん

こ

、

宗

教

哲

学

、

京

都

大

学

大

学

院

）
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