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構
想
力
と
行
為
的
直
観

―
―
三
木
清
と
西
田
幾
多
郎
に
お
け
る
行
為
論
の
意
義
―
―

序

科
学
技
術
時
代
に
お
け
る
倫
理
の
問
題
を
考
え
る
際
に
、
技
術
知
と
倫
理

知
を
は
っ
き
り
区
別
し
て
各

々
の
原
理
を
明

ら
か
に
す
る
こ
と
は
重
要

で
あ

る
が
、
両
者
の
関
係
を
「
行
為
」
の
観
点
か
ら
包
括
的
に
考
察
す
る
こ
と
は

そ
れ
以

上

に
重
要
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
だ
が
今
日
の
行
為

に
関
す
る
議
論

の
主
流
で
あ
る
言
語
行
為
論

は
、
個
人
の
意
図
的
行
為
に
関
す
る
主
知
主
義

的
議
論
と

い
う
色
彩
が
強

い
。
今
日
、
行
為
の
根
源
を
考
え
る
に
は
、
そ
れ

だ
け
で

は
な
く
個
人

の
意
志

を
超
え

る
も
の
と
の
関
係
を
も
視
野

に
入
れ
る

必
要
が
あ
る
の
で

は
な
い
か
。
こ
の
場
合
の
問
題
は
、
言
語
行
為
論
の
言
う

「
無
知
の
ヴ

ェ
ー
ル
」

の
存
在
で

あ
る
よ
り
も
、

歴
史

の
場

に
身
体

を
持

っ

て
存
在
し
て

い
る
行
為
主
体

の
あ
り

か
た
で
は
な
い

か
と
思
わ
れ
る
。

本
稿

は
こ

の
問
題
を
考
え

る
手
が

か
り
と
し
て
西
田
幾
多
郎
と
三
木
清
の

相
　
楽
　
　
　

勉

一

九
三
〇

年
代
以

降
の
後
期
思
索

に
お
け
る
行

為
論
を
比

較
考
察
す
る
。
こ

の
時
期
彼
ら

が
共

に
「
行
為
」

の
立
場
を
表
明

し
た
こ
と

の
背
景

に
は
、
当

時

の
歴
史

的
状
況

と
の
対

峙
が
あ
る
だ
ろ
う
が
、
そ
の
議

論
は
今
日
の
我
々

の
置

か
れ

た
状
況

に
と
っ
て
も
十
分
示

唆
的
で

あ
る
し

、
今
日

の
行
為
論
に

新

た
な
観
点
を
提
供
す

る
も
の
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。

特
に
三
木
の
「

パ

ト
ス
」

へ
の
着
目
、
西

田
の
「
情
意
」
へ
の
着
目
が
い
か
な
る
意
味
を
持
つ

か
を
再

考
し
な
が
ら
、
彼
ら
の
行
為
論
の
意
義
を
明
ら
か
に
し
た
い
。

一
九
三
五

年
十
月
に
読
売
新
聞

に
掲
載
さ
れ
た
両
者
の
対
談
「
日
本
文
化

の
特
質
」

に
彼
ら
の
行
為
論
を
特
色
づ
け
る
観
点
の
一
つ
が
み

い
だ
さ
れ

る
。

三
木
が
当

時
称
揚

さ
れ
た
「

日
本
精

神
」

や

「
日
本
主

義
」

に
言
及
し
、

「
日
本
文

化
の
根
本
的
特
徴
」
を
ど
う
考
え
る

か
と
問

い
か
け
た
の
に
対
し
、

西

田
は
「
と
ら
は
れ
ず
に
他
の
も
の
を
よ
く
採
り
入
れ
て
日
本
化
し
て
ゆ
く

が
、
同
時

に
一
方
で

は
全
く
非
合

理
的
に
感
情
的

に
働
く

こ
と

が
あ

る
」
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(
十
、
ｐ
.
　
４
７
６
）
と
答
え
、
さ
ら
に
こ
の
情
的
な
部
分
が
「
形
を
持
つ
」
こ
と
、

「
情
的
統
一
」
（
同
、
ｐ
．　４７
９
）

る
こ
と
が
重
要

だ
と
言

っ
て

い
る
。

こ
の
「
情
的
統
一
」
が
彼
ら
両
者

の
行
為

論
を
比

較
考
察
す
る
際
の

キ
ー

ワ
ー
ド
に
な
り
う
る
。
彼
ら
に
共
通
す

る
認

識
は
、
歴
史
的
現

実
に
関

わ
る

こ
と
が
社
会
的
行
為

で
あ
る
限
り

「
情
」
的

な
も
の
と
関
わ
る
の
は
不
可
避

だ
が
、
そ
れ
は
非
合
理
的
な
も

の
で

あ
っ
て

は
な
ら

な
い
、
普
遍
的
な
倫
理

性
に
関

わ
る
感
情
で
な
け
れ
ば

な
ら

な
い
と

い
う
こ
と
だ
ろ
う
。
こ
の
こ
と

を
明
ら
か
に
す

る
た
め
の
考
察
が
、
三
木

に
お
い
て

は
「
構

想
力

の
論
理
」

と
い
う
形

に
な
り
、
西

田
に
お
い
て

は
「
弁
証
法
的

一
般
者

の
論
理
」
あ
る

い
は
「
行
為

的
直
観
」

の
立
場

の
確
立
と

い
う
こ
と

に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ

る
。
三
木

は
「
構
想
力

の
論
理
」
の
立
場
を

「
行
為

的
直

観
の
立
場
」
（
八
、

ｐ
.　８
）
と
も
称
し
て
お
り
、
師
の
西

田

へ
の
接
近
を

認

め
て

い
る
が
、
果
た

し
て
同
じ

意
図
を
持
つ
も

の
な
の
か
は
疑
問
で

あ
る
。
確
か
に
両
者

に
共
通

す
る
の

は
、
「
行
為
」

の

核
心

に

「
制
作
」
（
ポ
イ

エ

シ
ス
）

を
考

え
て
、

「
倫
理
」

の
考
察
を
そ
れ
と
深

く
関
係

づ
け

る
こ

と
で
あ

る
が
、
制

作
行
為

と
倫

理
の
関

連
を
ど
う
見
る
か
に
関
し
て

二
人

の
間

に
違
い
が

あ
る
よ
う
に

思
わ
れ
る
。

こ
の
違
い
は
彼
ら

の
「
行
為
」

へ
の
ま

な
ざ
し

の
違
い
に
由
来

す
る
と
思

わ
れ
る
が
、
こ
れ

を
明
ら

か
に
す

る
こ
と

が
我
々
の
課
題
と

な
る
。

以
下

に
お
い
て
は
、
ま
ず
三
木
清
の

「
構

想
力

の
論
理
」

の
意
図
と
展
開

を
、
彼

の
「
技

術
」
と

「
倫
理
」
の
理
解
を
解

明
す

る
こ
と
を
通
じ
て
明
ら

か
に
す

る
。
次

に
、
そ
れ
と
の
対
比
で
西
田
の

「
行
為

的
自
己
」
の
立
場
と

「
行
為
的
直

観
」
、

そ
し
て
こ
の
立
場
か
ら
の

「
倫
理
」

の
考
察

を
見
て

い
く
。

最
後

に
両

者
の
特

に
倫
理
に
関

す
る
考
察
の
違

い
が
行
為
理
解
の
い
か
な
る

違

い
に
由
来
す

る
か
を
考
え
て

、
彼
ら
の
行
為

論
が
持
つ
意
義
を
明
ら
か
に

し

た
い
。

一
　

三

木

清

の
行

為

論

三
木
は
『
構
想
力
の
論
理
』
の
「
序
」
（
一
九
三
九
年
）
に
お
い
て
、
自
分

が
考
え

よ
う
と
す

る
の
は
「
行
為

の
哲

学
」
で

あ
る
が
、
そ
の
行
為

と
は
広

い
意
味
で

「
も

の
を
作
る
こ
と
」
、
即

ち
「
も
の
の
形

を
変
じ
て
新
し

い
形

を
作
る
こ

と
」
で
あ
り
、
作
ら
れ

た
形

は
「
歴
史

的
な
も
の
」
だ
と
言
う
。

つ
ま
り
、
彼

の
哲
学
の
課
題
は
、

制
作
と

い
う
主
体
的
行
為
か
ら
「
歴
史
の

論
理
」
を
明
ら

か
に
す
る
こ
と

な
の
で
あ

る
。
そ
れ
が

「
構
想
力
」

の
論
理

に
展
開
す

る
理
由

は
、
彼
の
「
歴

史
観
」

に
求

め
ら
れ
る
。

三
木

は
前
著

『
歴
史
哲
学
』
（
一
九
三
二
年
）
以
後

の
自

ら
の
仕
事
が

「
す

べ
て
の
歴

史
的
な
も
の
に
お
い
て

ロ
ゴ
ス
的
要
素

と
パ
ト

ス
的
要
素
と
を
分

析
し
、
そ
の
弁
証
法
的
統
一
を
論
ず
る
」
（
八
、
p
.
4
）
こ
と
に
あ
っ
た
と
言

う
。
そ

の
著

『
歴

史
哲
学
』

に
お
い
て
、
「
パ
ト
ス
」

は
「
内

的
必
然
性
と

し

て
解

さ
れ

た
運
命
」
（
六
、
ｐ
.　３９
）
と
さ
れ

、
そ
れ

は
ま

た

「
社
会

的
身

体
」

に
つ
な
が

る
も

の
と
し
て

、
「
個

人
的
身
体
」
と

つ
な
が
る

「
ラ
イ
デ

ン
シ
ャ
フ
ト
」
（
熱
情
）
と
区
別
さ
れ

て
い

る
。
つ
ま
り
、

パ
ト
ス
は
単
な

る
個
人
的
感
情
で

は
な
く
、
他
者
と
の
関
係

に
お
け
る
共
感
で
あ
り
、
そ
こ

か
ら
社
会

シ
ス
テ

ム
の
構
築
、
ひ

い
て

は
歴
史
が
形
成
さ
れ
る
基
礎
的
経
験

で
あ
る
と

考
え
ら
れ
て
い
る
。
三
木

は
こ
の

「
パ
ト
ス
的
要
素
」
が

「
過
去
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の
手
繰
り
寄
せ
」
「
選
択
」
「
全
体
の
見
通
し
」
と
い
う
主
体
的
営
為
に
よ

っ

て

ロ
ゴ
ス
的
要
素
と

「
弁
証
法
的
」
に
結
び
つ
く
と
こ
ろ

に
「
事
実
と
し
て

の
歴
史
」
を
見

る
の
で
あ

る
。

さ
て
し

か
し
、
三
木

は
や
が
て

パ
ト

ス
と

ロ
ゴ
ス
的
要
素
と

の
関
係
の
論

理
を

「
弁
証
法

の
論

理
」

で
は
な
く

、
「
構
想

力
の
論

理
」
と

考
え

る
に
至

る
。
こ
れ

は
、

パ
ト
ス
の
秩
序
化
な

い
し
形

態
化
が
、

ロ
ゴ
ス
的
要
素
と
の

弁
証
法
的
統

一
と
い
う
知
的

な
プ
ロ
セ
ス
と
し
て
の
み

な
ら
ず

、
具
体
的
な

身
体
的
制
作
行
為
と
し
て
考
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と

い
う
主
張
と
解

さ
れ

る
。
「
構
想
力
」
と

い
う
語

に
関

し
て
、
三
木

は
当
然

デ
ィ
ル

タ
イ
や

カ
ン

ト
を
意
識
し
て

お
り
、

特
に
カ
ン
ト
の
構
想
力
論
に
関
し
て

は
『
構
想
力
の

論
理
』

の
第
四
章

「
経
験
」
で
詳
細

に
解
釈
し
て
い
る
。
三
木

の
カ
ン
ト
解

釈
の
特
徴

は
、
構
想
力

を
「
知
覚
の
必
然
的
成
分
」
で
あ
る

「
綜
合
一
般
の

能
力
」
と
し
て

「
悟
性

的
能
力
」
と
の
区
別
を
際
立

た
せ
る

点
に
あ
る
（
八
、

ｐ
.　３
４６
）
°

パ
ト
ス
に
伴
う
構
想
力

を
制
作
行
為

一
般

の
本
質

を
な
す
能
力
と

考
え

る
こ
と
で

、
三
木

は
社
会
的
歴
史
的
な

「
形
」

の
生
成
を

明
ら

か
に
し

よ
う
と
す

る
。

さ
て

『
構

想
力
の

論
理
』
は
、

パ
ト

ス
の
構
想

力

に
よ

る
展

開
を

「
神

話
」
「
制
度
」
「
技
術
」

の
順

に
追

う
が
、

考
察

の
主

眼

は
明
ら

か

に
「
技

術
」

に
あ
る
。
そ
れ
は
こ
の
段
階
で
初
め
て

「
行
為

の
主
体
」

が
問
題
に
な

る
か
ら
で
あ
る
。
「
神
話
」
は
社
会
的
連

帯
を
表
現
す

る
共
同

感
情
の
最
初

の
表
象

で
あ
り
、
「
制
度
」

は
社
会
的

に
共

有
さ
れ

る
知
的

な
「
擬
制

ｆｉｃ
-

ｔ
ｉｏ
ｎ
」
で
あ

る
が
、
こ

れ
ら

に
お
い
て

は
制
作
の
主
体

は
あ

ま
り
問
題

に
な

ら
ず
、
制
作
の
反
復
な
い
し
「
再

生
産
」
す
る
行
為
の
継
続
が
問
題
で
あ

る
。

そ
れ
に
対
し

「
技
術
」
に
お
い
て
は
「
主
体
の
環
境
か
ら
の
超
越
」
が
起
こ

る
と
三
木

は
言
う
。
つ
ま
り
、
過
去
の
営
為
の
単
な
る
反
復
を
超
え
て
新

た

な
も
の
を
作
る
瞬
間
は
、
自
己
と
社
会
全
体
と
の
対
峙
的
結
び
つ
き
が
自
覚

さ
れ
る
瞬
間
で
も

あ
り
う
る
。
「
神
話
」
や

「
制

度
」

は
こ
の
よ

う
な
「
技

術
」
の
い
わ
ば
可
能
態
と

い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

「
技
術
」
章
に
お
け
る

「
呪
術
」
の
分
析
が
こ

の
こ
と

に
関
す
る
示
唆
を
与

え
る
。
三
木

は
呪
術

を
「
技
術
の
神
話
的
形
態
」
（
八
、
ｐ
.　１８
９
）
と
言

う
。

自
分
の
意
志

に
よ
る

「
生
産
」
と
い
う
点
で
技
術

の
一
種
で
は
あ
る
が
、
ま

だ
今
日
の
技
術

に
及
ば
な

い
点
が
あ
る
。
ま
ず
、
呪
術
に
お
い
て
は
「
道
具

の
意
味
」
が
ま
だ
曖
昧
で
あ
り
、
そ
れ

は
行
為

の
主
体
と
客
体
の
区
別
が
曖

昧
で
あ
る
こ
と

に
由
来
す
る
と
言
う
。
次

に
、
技
術
に
比
べ
て
「
遥
か
に
制

度
的
」
だ
と
言
う
（
同
、
Ｐ
.　２１
１
）°
呪
術

は
儀
礼
の
形
で

伝
承
さ
れ

る
こ
と

が
多
く
、
新
た
な
発
明

に
乏
し
い
か
ら
で

あ
る
。
さ
ら

に
、
汎
神
論
的
に
な

り
や
す

い
と
言

う
（
同
、
ｐ
.　２
１２
）°
呪

術
に
お

い
て

は
、
事
柄
同
士

が
類

似

や
接

近
の
法
則

の
み
で

無
差
別
に
融
合

さ
れ

「
個
物

の
独

立
性

を
認

め
な

い
」
、
即

ち
個
別
例
が
尊
重

さ
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。

さ
て
呪

術
に
対

し
て
三
木
が

「
固
有
の
意
味
に
お
け

る
技
術
」
と
い
う
の

は
「
道
具
」

を
発

明
す

る
技
術
、
殊
に

「
科
学
」

と
関

わ
る
機
械
技
術
の
こ

と
で
あ

る
。
呪

術
に
は
な
い
そ
の
固
有
性
は
、
ま
ず
道
具
を
「
持

つ
」
こ
と

を
意
識
す

る
こ

と
、
特
に
自
分

の
身
体
を
第
一
の
道
具

と
し
て
意
識
す
る
こ

と

だ
と
言

う
。

そ
れ

に
よ

っ
て
自
己
自
身

に
対
し

て
も

「
距
離

の
関
係
」



（
同
、
　
ｐ
.
　
２
４
８
）
に
立
ち
、
環
境
を
超
越
し
て
環
境
に
お
け
る
自
己
を
自
覚
す

る

。

こ

の

距

離

が

「
発

明

」

を
可

能

に
し

、
発

明

と

そ

の

模

倣

が

新

た

な
歴

史

的
形

を

形

成

す

る

と

言

う
。

三

木

は
同

時

期

の

著

作

『
技
術

哲

学
』

に

お

い

て

、

鉄

の

レ
ー

ル

も

蒸

気
機

関

も

知
ら

れ
て

い

た

が
両

者

を

結

び

つ
け

る

こ

と

は

ス
テ

ィ
ブ

ン
ソ

ン
以

外
思

い

つ

か

な

か

っ
た

と

い

う
例

を
発

明

の
例

と

し

て

挙

げ

て

い

る

（
七
、
ｐ
.　
２
２
８
）
°

だ

が

こ

の

「
発

明

」

で

あ

る

蒸

気

機

関

車

の

製

作

は

一

回

限

り

で
終

わ

ら
ず

、

模

倣

さ

れ

改

良

さ
れ

続
け

た

か
ら

こ

そ

「

歴

史

的
形

」

に

な

っ

た
と

言
う

。

こ

れ

が

構

想

力

の
技

術

的

段

階

で

あ

り
、

三

木

は

こ

の
機

械

技

術

に

お
け

る
行

為

モ

デ

ル

を
構

想

力

の
論

理

の

核

心
と

考

え
、

こ

れ
を

機

械

技

術

以

外

の

制

作

行

為

、

さ
ら

に
倫

理

的

行

為

に

ま
で

拡

張

す

る
こ

と

を

試

み

る
の

で

あ

る
。

た
と

え

ば

『
技

術

哲

学

』

第

二

章

に

お

い
て

は
、

一
般

に
言

わ

れ

る

「
技

術

の
害

悪

、
弊

害

」

は
、

実

は

生

産

技

術

の

「
運

用

」

の
問

題

、

即

ち

社

会

関
係

の
問

題

で

あ

り
、

そ

れ

は

換

言

す

れ

ば

「
運

用

の
技

術

」
「
社

会

技

術

」

の
問

題

だ

と

言

う
。

さ

ら

に
社

会

技

術

を

運

用

す

る

「
政

治

学

」
「
倫

理

学

」

が

あ

ら

ね

ば
な

ら

な

い
と

言
わ

れ

る
。

三

木

は

人

間

の
行

為

全

般

を

技

術

と

見

て

い

る

の
で

あ

る
。

政

治

も

倫

理

も

技

術

的

制

作

の
観

点

か

ら

考

察

さ

れ

る
。

同

著

第

三

章

に

お

い
て

三

木

は

「
道

徳

は

抽

象

的

に
良

心

の

問

題

で

は

な

く
、

人

間

を

作

る

こ

と

が

大
切

で

あ

る
」

と

言

い
、

道

徳

を

「
心

の

技

術

」

と

呼

ぶ

（
同
’

　ｐ
．
　
２
８
９
）
°

そ

し

て

、

そ

の

正

当

性

を

古

代

ギ

リ

シ
ア

の

ア

レ
テ

ー

概

念

に
依

拠

し

て

主

張

す

る

。

つ

ま

り

、

ア

レ
テ

ー

と

は
正

し

い

形

を

与

え

る
有

能

性

の

こ

と
で

あ

る

か

ら

、

こ

れ

も

制

作

モ

デ

ル

で

考

え

ら

れ

る

と

言

う

の

で

あ

る

（
同
、
ｐ
.　
２
９
３
）
°

だ

が

、

三

木

が

『
技

術

哲

学

』

で

論

じ

る

「
道

徳
」

は
、

同

じ

仕

事

、

制

作

行

為

に

従

事
す

る
者

同
士

の

責
任

倫

理

と

言

え

る
。

行

為

の

動

機

い

か

ん

に

か

か

わ
ら

ず

、

そ

れ

が
引

き

起
こ

し

た

結
果

に

関
す

る
責

任

を

負

う

主

体

が

問

題

に

な

っ
て

い

る
。

そ

れ

が
す

べ

て

の

倫

理

的
行

為

の
根

拠

と

言

え

る

の

で

あ

ろ

う

か
。

三

木

が

こ

の

点

を

ど

う

考

え

る

か
を

技

術

論

の

脈

絡

を

離

れ

た

と

こ

ろ
で

の

議

論

を

参

考

に

考

え

た

い
。

『
哲

学

入
門

』
（
一
九
四
〇
年
）

の
第

二

章

「
行

為

の

問

題
」

に

お
い

て

は
、

ま

ず

「
道

徳

は
す

べ

て

我

と

汝

の

関

係

の

認

め

ら

れ

る

と

こ

ろ

に

成

立

す

る
」
（
七
、
ｐ
.　
１
５
６
）
と

さ

れ

る
が

、

同

時

に

道

徳

を

日

常

の

人

間

関

係

に

お

い
て

の
み

考

え

る
の

で

は

「

道
徳

の
自

律

性

」

は
考

え

ら

れ

な

い
と

言

わ

れ

る
。
「
道

徳
的

に
自

覚

的

で

あ

る
と

い

ふ

こ

と

は
、

自

己

が

自

己

に

、

自

己

を
汝
と
し
て
対
す
る
こ
と
」
（
同
、
　
ｐ
.
　
１
５
７
）
で
あ
り
、
そ
れ
は
「
汝
か
ら
自

己

が

呼

び
掛

け

ら

れ

る
こ

と

」
（
同

、
ｐ
.　
１
５
８
）
で

も

あ

る

と

言

う
。

つ

ま

り

、

自

己

を
超

え

た
も

の

と

し

て

自
己

を
呼

び
起

こ

す

「
汝

」

な

し

に
道

徳

は
な

い
。

で

は
こ

の

汝

と

は

誰

か

。
三

木

は

「
汝

と

し

て

我

に

対
す

る
も

の

」

を

我

々

の
置

か
れ

た
世

界

を

表

現

す

る

「
表

現

的

な

も

の
」
（
同

、
ｐ
.　
１
６
２
）
と

言

う

。

そ

れ

は
我

々
の

い

る

「
そ

れ

ぞ
れ

の
時

代

に

お

け

る
世

界

」

の

表

現

で

あ

る
と

と

も

に

「
そ

れ
ら

の
個

々

の
世

界

が

そ

れ

に

お

い
て

あ

る
世

界

。

絶

対

的

場

所

と

し

て

の
世

界

」

の

表

現

で

も

あ

る
。

こ

の
後

者

が

「
絶

対

的

に

主

体

的

な

も

の
」

と
し

て

の
真

の

汝

な

の

で

あ

る

。

三
木

は
こ

の

二

重

の

汝

と

い

う

こ

と

で

、

社

会

的

役

割

に

お
け

る

「
ペ

ル

ソ

ナ

（
格

人

）
」

と

そ
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れ

を

超

え

た

「

ペ

ル

ゼ

ー

ン
リ

ヒ

カ

イ

ト

（
人

格
）
」

の

統

一

を

考

え

、

後

者

に

「
技

術

的

徳
」

と
区

別

さ

れ

る

「
魂

の
徳

」

を
見

出

す

よ

う

だ
が

、

そ

れ

が

単

に

「
人

類

的

で

あ

る
」

根

拠
と

さ

れ

る
限

り

、

人

格

理

解

に
関

し

て

未

だ
抽

象

性

を

残

し

て

い

る

よ

う

に
思

わ
れ

る
。

確

か

に

三
木

の

言

う

よ

う

に

「

道
徳

的

行

為

の

問
題

も

単

な

る

意

志

の
問

題

で

な

く

、
形

成

的

・

表

現

的

行

為

の

問

題

で

あ

る

」
（
同

、
ｐ
.　
１
６
９
）
面

は

当

然

あ

る

だ

ろ

う
。

道

徳

は

人

と

人

と

の

行

為

連

関

だ

が

、

そ

れ

は

常

に

「
文

化

」

の

よ

う

な

歴

史

的

な

物

に
媒

介

さ

れ

る

か

ら

だ

。

こ

の

道

筋

を

辿

る

た

め

に

「

構

想

力

」

へ

の

着

目

が
大

き

な
役

割

を
果

た

す

だ

ろ

う

。

だ

が

そ

の
反

面

、

他

者

と

対

峙

し
文

化

と
対

決

し

う

る

よ

う

な

意

志

主

体

の

あ

り

か

た

が

問

わ

れ

に

く

い

と

思

わ

れ

る
。

こ

の

点

を

さ

ら

に

考

え

る

た

め

に

、

次

に
西

田

の
行

為

論

を

検

討

し

た

い
。

二
　

西

田

幾

多

郎

の
行

為

論

西

田
が

は
っ
き
り
と

「
行
為
」

の
立
場
を

表
明

し
た

の
は

「
行

為

の
世

界
」
と

い
う
副
題
を
持
つ

『
哲
学
の
根
本
問

題
』
（
一
九
三
三
年
）
だ
が
、
既

に
『
善

の
研
究
』

に
お
い
て
「
純
粋
経
験
」
の
最
高
の
境
地
を
、
芸
術
的
技

術
的
制
作
行
為

を
範

例
と
し

た
「
知
的
直
観
」

に
見

た
時

に
、
す
で

に
行
為

論
へ
の

道
を
歩

ん
で

い
た
と
解
釈
す
る
こ
と

は
可
能
だ
ろ
う
。

西
田

の
行
為

論
を
三
木

の
そ
れ
と
対
比
し
て
み
る
と
、
三
木
が
人
間
の
社

会
的
協

働
の
パ
ト
ス
を
出
発

点
と
す

る
の

に
対
し
、
西
田

は
常

に
一
貫
し
て

「
個
」

の
立
場

を
重
視
し
て

い
る
と

言
え

る
。
も

ち
ろ

ん
『
善

の
研
究
』
に

お

い

て

も

「
経

験

あ

っ

て

個

人

あ

る

の

で

あ

る

」

と

言

い
、

後

年

は

「
世

界

」

の
自

己

限
定

か
ら

「
個

」

を

論

じ

て

い

る

が

、

に
も

か

か
わ

ら

ず

常

に

社

会

に
対

す

る

「
個

」

が

確

保

さ

れ

た

論

理

構

成

に

な

っ
て

い
る

。

三

木

が

パ

ト

ス

と
し

て

考

え

た

こ

と

は

、
西

田

に

お

い
て

「
情

意

」

と

し

て

考

え

ら

れ

て

い

る
。
『
善

の
研

究

』
（
一
九
一
一

年
）
に

お

い

て

「
純

粋

経

験

の

事
実

」

は

「

意

志

」

で

あ

り

、
「
真

実

在

」

は

「
我

々
の

情

意

よ

り

成

立

っ
た

者

」
（
善
、
ｐ
.　
７
５
）
と

言

わ
れ

て

い

る

。

こ

の

「
情

意
」

の

内

実

は

そ

の

後

『
意

識

の

問
題

』
（
一
九
一
九
年
）
と

『
芸
術

と

道

徳

』
（
一
九
二
一
年
）
、

特

に

後

者

に

お

い

て

「
絶

対

意

志

」

の

立

場

か
ら

詳

細

に

考

察

さ
れ

る

。

『
芸

術

と

道

徳
』

に

お

い
て

、

西

田

は
具

体

的

実

在

を

自

己

自
身

の

「
人

格

的

内

容
」

の

創

造

作

用

的

展

開

と

考

え

、
「
感

情

」

と

「
意

志
」

を

そ

の

い

わ
ば

可

能

態

と

現

実

態
と

し

て

論

じ

て

い

る

。

ま

ず

「
感

情
」

は
こ

の

内

容

の

直

接

の

展

開

で

あ

り

、

特

に
概

念

化

を

含

ま

な

い

純

粋

な

感
情

か
ら

身

体

を

介

し

た

表

現

へ

の

展

開

が

芸
術

的

創

造

作

用

と

考

え

ら

れ

る
。

そ
れ

は

た

と

え

ば

「
雲

雀

」

を

詠

む

「

シ
ェ

リ
」

の

よ

う

に
、

已

に
対

し

て
現

れ

る

自

然

界

に

「
感

興

」

を

通

し

て

「
大

な

る

人

格

」
（
Ⅲ
、
ｐ
.　
３
０
７
）
で

あ

る

よ

う

な

「
精

神

的

生

命

」
（
同
、
ｐ
.　
３
０
３
）
を

認

め

そ

の

動

き

の

中

に

入

る

こ

と

に

よ

る

。

も

ち

ろ

ん

詩

は

「
実

在

」

を

離

れ

た

も

の

だ

が
、

自

己

の

人

格

に
潜

む

「
深

き

人

生

の

真

理

」

を

含

み

う

る
。

し

か
し

、

芸
術

が

自

然

の

中

に
見

出

す

人

格

的

内

容

は

ま

だ
潜

在

的

で

あ

り

、

こ

れ

が

具

体

的

な

「

他

の

人

格

」

を

認

め

る
こ

と

に

よ

っ
て

自

己

の

人

格

の
自

覚

に
達

す

る
の

が

「

道

徳

的

意

志

の

立
場

」

だ

と

西

田

は

言

う

（
同
、
ｐ
.　
３
１
０
）
°

「
人

格

」

相

互

の

関



係
が
芸
術

に
は
な
い
「
実
在
」

を
与
え
る
の
で

あ
り
、
そ
れ
が
「
社

会
」

を

構
成
す
る
の
で
あ
る
。

だ
が
、
個
別
者
の
感
情
と
意
志
に
基
づ
く
行
為
理
解
だ
け

だ
と
、
三
木

の

問
題

に
し
て

い
た
事
柄
、
つ

ま
り
感
情
が
ま
さ
に
社
会
的
身
体
の
パ
ト
ス
で

あ

る
側
面
が
十
分

に
は
把
握
で
き

な

い
。
行

為
が
す
で

に
他

者
に
出

会

い

「
も
の

に
唆
さ
れ
る
」
と
い
う
形
で
始

ま

っ
て

し
ま

っ
て

お
り
、
個
別
者

の

意
志
が
全
体
の
意
志
に
対
立
す
る
よ
う
な
「
行
為
的
自
己
」

の
立
場

を
、
西

田
は
よ
う
や
く

『
哲
学
の
根

本
問
題
』
（
一
九
三
三
年
）
に
お
い
て
表
明

し
、

そ
の
世
界
の
構
造
を
「
弁
証
法

的
一
般
者
と
し
て

の
世
界
」

の
論
理
と
し
て

確
立
す
る
に
至
る
の
で

あ
る
。

西

田
は
こ
の
著
に
お
い
て
、
三
木
が

パ
ト
ス
の
構

想
力

に
よ
る
ロ
ゴ
ス
へ

の
媒
介
と
し
て

考
え

た
事
柄

を
「
行
為

的
直
観
」
と
し
て

考
え
て

い
る
。
西

田
が
こ
の
時
期
行
為

を
解
釈
す

る
モ
デ
ル
を
技
術
的
制
作
に
求
め
た
こ
と
は

彼
の
「
ポ
イ
エ

シ
ス
」

に
関
す

る
議
論
か
ら
明
ら
か
だ
が
、
こ
れ
が
三
木

に

影
響
を
与
え
た
と
考
え
て

い
い
だ
ろ

う
。
で

は
、
三
木
に
お
い
て
問
題

と
し

て

残

っ
た
倫
理
的
行
為

の
原
理

は
西

田
に
お
い
て
い
か
に
考
え

ら
れ

た
の
だ

ろ
う
か
。

絶
対

意
志
の
立
場

に
立
っ
て

い
た
時
期
の
西

田
は
、
芸
術

と
い
う
制
作
行

為
を
知
覚
レ
ヴ
ェ
ル
で

の
人
格
表
現
、

そ
の
奥
に
あ
る
人
格

的
要
求
の
発
露

が
道
徳
的
意

識
だ
と

考
え
て

い
た
が
、
行
為

的
直
観
の
立
場

に
お
い
て

は
制

作
行
為

と
人
格

に
関

わ
る
行
為
の
相
互
規
定

的
関
係

が
行
為

の
本
質
を

な
す

事
柄
と
し
て

考
え
ら
れ
て

い
る
。
論
文

「
ポ
イ

エ

シ
ス
と
プ

ラ

ク

シ
ス
」

（
『
哲
学
論
文
集
第
四
』
）
に

お

い

て
、

西

田

は

ま
ず

プ

ラ

ク

シ

ス

（
人

格

に

関

わ

る

行

為

）

の
原

理

を

「
物

を

作

る

」

ポ

イ

エ

シ
ス

に
対

し

て

「
物

を
作

る

自

己

を

作

る

こ

と

」
（
ａ

、
ｐ
.　
１４
１
）

と

定

義

し

、
「

我

々
が

こ

の

世

界

に

お

い

て

何

ら

か

の
意

味

に

お

い
て

物

を

作

る

と

い

う

こ
と

は
、

逆

に

何

ら

か

の

意

味

に

お

い
て

自

己

が

作

ら

れ

る
と

い

う

こ

と
で

な
け

れ

ば

な

ら

な

い
」

と

す

る
。

つ

ま
り

、
西

田

も

ま

た

歴

史

的

状

況

の

中
で

物

に
関

わ

り

物

を

制

作

す

る

行

為

を

介
し

た

「
自

己

」

形

成

を

「
プ

ラ

ク

シ
ス
」

と

し

て

考

え

る
。

そ

し

て

、

絶
対

意

志

の

立

場

に

お

い
て

は

人

格

的
内

容

の

展

開

と

考

え

ら

れ

た

こ

と

を

、
西

田

は
こ

こ

で

は

「
歴

史

的

生

命
」

の
自

覚

と

考

え

、

そ

の
核

心

を

「

ポ

イ

エ

シ

ス
即

プ

ラ

ク

シ

ス
、

プ

ラ

ク

シ
ス
即

ポ

イ

エ

シ
ス
」

と

表

現

す

る
。

そ

し

て

「
両

者

は

相
反

す

る

方

向
と

し

て

、

相

互
矛

盾

的

に

一
で

あ

る
」
（
同

、
ｐ
.
　
１
５
１
ｆ
.）
と

言

う

。
「

ポ
イ

エ

シ
ス
即

プ

ラ

ク

シ

ス
」

と

言

う

こ

と
で

、
西

田

は
三

木

と

同

じ

く

テ

オ

リ

ア
で

は

な
く

制

作

行

為

を

通
し

て

の

倫

理

を

考

え
て

い

る
よ

う

に

思

え

る

が

、
で

は
後

半

の

「
プ

ラ

ク

シ
ス
即

ポ

イ

エ

シ
ス
」

と

は

い

か
な

る
こ

と

を

意

味

す

る

か
。

こ

の

こ

と

に

関
し

て

西

田

は

三

木

と

同

じ

く
古

代

ギ
リ

シ
ア

の

社

会

を
引

き

合

い

に

出
す

が
、

三

木

と

は

違

い

批

判

の

対

象
と

し

て

扱

っ
て

い

る
。

西

田

は

、

古
代

ギ

リ

シ
ア

の

社

会

に

は

真

の

プ

ラ

ク

シ
ス
も

、

真

の

「
個

人

」

も

な

か

っ
た
と

言

う
。

な

ぜ

な

ら

ギ

リ

シ
ア

の
社

会
は

「
形

が

自

己
自

身

を

維

持
す

る
社

会

で

あ

っ
て

、

矛

盾

的

自

己

同

一

的

に
自

己

自

身

を

維
持

す

る

社

会
で

は

な

い
」
（
同

、
ｐ
.　
１
６
１
）

か

ら

で

、

そ

れ

ゆ

え

「
プ

ラ

ク

シ

ス
は

ポ

イ

エ

シ
ス

に
即

し

て

い

た

」
、

つ

ま

り

ポ

イ

エ

シ

ス

に
規

定

さ

れ

て

い

た
と
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言

う

の

で

あ

る

。

そ

れ

に
対

し

ギ
リ

シ
ア

以

後

の

社

会

に
お

い
て

は

「
個

物

的

多

の

自

己

限

定

の

方

向

に
発

展

す

る

に

従

っ

て

、

ポ
イ

ニ

シ

ス
と

プ

ラ

ク

シ
ス

が

対

立

す

る
」
、

つ

ま

り

「
超

越

的

な

る

物

へ

の

超

越

的

関

係

に

お

い

て

自

己

が

自

己

で

あ

る
と

い
う

プ

ラ

ク

シ

ス
的

方

向

と

、

ど

こ

ま

で

も

内

在

的

に

一

の
世

界

を
形

成

し

行

く

と

い
う

ポ

イ

ニ

シ

ス
的

方

向

」

が

対

立

す

る

こ

と

に

な

る

が

、

そ

の

「
矛

盾

的

自

己

同

一

に

社

会

的

実

在

の

意

義

が

あ

る

」
（
同

、
ｐ
.
　
１
５
３
ｆ
.）
と

言

う

。

こ

れ

ら

の

言

明

か

ら

見

る

限

り

、

西

田

は

一

方

に

お

い
て

三

木

と
同

じ

く

社

会

的

な

共

同

制

作

と

い

う
行

為

が

倫

理

的

行

為

と

密
接

な
関

係

を
持

つ
こ

と

を

認

め
る

が

、

同

時

に
社

会

を

構

築

す

る

ポ

イ

エ

シ
ス

は

「
個

」

の
自

覚

と

「
個

」

と

「
個

」

の
対

面

的

関

係

（
個

物

的

多

の

自

己

限

定
）

に

よ

っ
て

規

定

さ

れ

な

け

れ

ば

単

な

る

シ
ス
テ

ム
の

維

持

に

し

か
な

ら

な

い
と

考
え

て

い
る

よ

う

で

あ

る

。

も

う

一

つ
重

要

な

点

は
、

三

木

が

パ

ト

ス
の

構

想

力

に

よ

る

ロ

ゴ

ス

へ
の

媒

介

と

考

え

た

プ

ロ
セ

ス

を
西

田

は

「
直

観

」

と

捉

え

る
こ

と
で

あ

る
。

つ

ま

り

、
行

為

を

歴

史

的

過

程

に

お

い
て

捉

え

る

よ
り

も

、
歴

史

的
形

成

作

用

の
根

源

へ

の

眼

差

し

が

先

に

来

る
。

そ

れ

は
、

パ

ト

ス

と

ロ
ゴ

ス

の
統

一

は

時

間

的

推

移

を

は

み

出

し

た

「

絶
対

的

現

在

」

で

あ

る

「

永

遠

の
今

の
自

己

限

定

」
（
Ⅵ
、
ｐ
.　
１
８
６
）

と

し
て

成

立
す

る

こ

と

に
、

あ

る

い

は

一

般

と

個

物

が

相

互

否

定

的

に

関

わ

る

瞬

間

の

構

造

に

注

が

れ

て

い

る
。

そ

う

す

る

と

我

々

の

自

己

は

歴

史

を

超

え

る

超

越

的

な
も

の

の

「

自

己

射

影

点
」

と

し
て

歴

史

的

展

開

に
関

与

す

る

も

の

と

考

え

ら

れ

る

こ

と

に

な

る

。

以

上

か

ら

明

ら

か

に

な

る
こ

と

は

、

西

田

の

行

為

論

の

特

質

が

、

終

始

「
個
」
の
自
発
的
意
志
を
確
保
し

た
上

で
、
制
作
行
為

と
人
格
的
関
係
、
社

会
全
体
の
動
向
と
個
、
個
と
個
と
い
う
相
反
す

る
も
の
あ
る
い
は
相
違
す

る

も
の
が
関
与
し
あ
う
瞬
間
の
構
造
を
問
題

に
す

る
こ
と

に
見
ら
れ
る
、
と

い

う
こ
と
で
あ
る
。

比

較

考

察

と

結

論

最
後

に
両
者
の
行
為
論
の
相
違
点
を
確
認
し

な
が
ら
、
両
者
の
行
為
論
が

今
日
持
つ
意
義
を
考
え
た
い
。

三
木
清

の
行
為
論
は
、
社
会
的
存
在
と
し
て

の
人
間
の
お
り
方
と
そ
の
創

造
的
可
能
性
と
を
、
「
構
想
力
」
概
念

に
よ

っ
て

考
察
し
た
。
そ
の
意
図

は

「
神
話
」
「
制

度
」

と
い
う
「
技

術
」

の
前
史

の
解
釈

を
通
じ

て
彼

の
言
う

「
事
実
と
し
て
の
歴
史
」
、
つ
ま
り
は
歴
史

考
察

の
主
体
的
足
場
を
確
保
す

る

こ
と

に
あ

っ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
に
対

し
て
、
西
田
幾
多
郎
の
行
為
論

は
、

む
し
ろ
社
会
的
歴
史
的
現
実
と
関
わ
る
自
己
の
あ
り
方
を
「
行
為
的
直
観
」

と
し
て

捉
え
、
身
体
的
制
作
行
為
に
よ
っ
て

新
た
な
歴
史
的
地
平
が
開
か
れ

る
可
能
性

と
共

に
、
絶
対
の
他
に
直
面

す
る
絶
対

の
個
が
保
持
さ
れ
る
。

こ

の
両

者
の
違

い
は
、
そ
の
目
指
す
方
向
性
の
違
い
で
も
あ
る
。
三
木

の

「
構

想
力

の
論
理
」

は
先
述

の
通
り
、
歴
史

の
論
理
を
目
指
し
、
社
会

に
生

き

る
主

体
を
ま

さ
に
社
会
的
関
与
に
お
い
て
開
示

し
て

い
く
こ
と
を
目
指

し

て

い
る
。

そ
の
限
り
三
木
の
議
論
は
、
行
為
を
歴
史
的
社
会
的
現
象
と
し
て

解

釈
す

る
適
性

を
持
つ
。
こ
れ

に
対
し
西

田
が
目
指
し

た
の
は
お
そ
ら
く
具

体

的
歴
史

的
現
実

の
展
開
の
論
理
で
は
な
い
。
む
し
ろ
歴
史
の
根
源
へ
の
問



い
だ

っ
た
の
で
は
な
い
か
。

こ
の
よ
う
な
方
向
性
の
違
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
彼
ら
の
行
為
論
が
今
日

の
議
論
に
寄
与
し
う
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ

は
何
だ
ろ
う

か
。
冒
頭
で
触
れ
た

よ

う
に
、
今
日
の
行
為
論
に
欠
け

て
い
る
の

は
、
行
為
の
歴
史
的
な
側
面
、

あ
る
い
は
行
為
の
歴
史
性
の
理
解
だ
と
思
う
。

パ
ト
ス
や
情
意
へ
の
ま
な
ざ

し
は
こ
の
方
向
へ
の
広
が
り
を
用

意
す
る
の
で

は
な

か
ろ
う

か
。
単

に
言
語

表
現
の
レ
ヴ
ェ
ル
よ
り
も
深
い
身
体
的
自
己
覚
知
の

レ
ヴ

ェ
ル
で
行
為
の
本

質

を
考
え

る
た
め
に
も
、
身
体
的
制
作
と
そ
れ
と
関

わ
る
個
の
自
己
形
成
と

を
問
題
と
す
べ
き
で

は
な

い
だ
ろ
う

か
。
「
構

想
力

の
論
理
」
は
そ

の
た
め

の
一

つ
の
モ
デ
ル
と
な
る
と
思

わ
れ
る
し
、
そ
れ
と
矛
盾
す
る
形

で
現
れ
る

「
個
」

の
倫
理
を
西
田

の
「
行

為
的

直
観
」

の
論
理

に
見
出

し
、
展
開
す

る

課
題

は
我

々
が
負
う
べ
き

も
の
で

あ
る
。

参

照
文
献
一
覧

一
　

三
木
清
全
集
（
岩
波
書
店
、
一
九
六
七

年
）
、
引

用

に
関

し
て

は
、
巻
数

を
漢

数
字
、
頁
数
を
ア
ラ
ビ
ア
数
字
で
示
す

。
第

六
巻

『
歴
史
哲

学
』
、
第
七

巻

『
技

術
哲
学
』
『
哲
学
入
門
』
、
第
八
巻

『
構
想
力
の
論
理
』
。

二
　

西
田
幾
多
郎
全
集
（
岩
波
書
店
、
旧
版

一
九

六
五

年
）
、
引

用
に
関
し
て

は
、

巻
数
を
ロ
ー
マ
数
字
（
Ｉ
、
Ⅱ
…
…
）
、
頁
数
を
ア
ラ
ビ
ア
数
字
で
付
記
す
る
。

な
お
『
善
の
研

究
』
に
関
し
て

は
、
岩
波
文
庫
版
を
参
照
し
「
善
」
と
略
記
す

る
。

（
Ｉ
）
　
行
為
を
「
意
志
行
為
」

に
限
定
し
て
議
論
す

る
こ
と
が
分
析
哲
学
の
主
流
で

あ
る
こ

と
に
関
し
て

は
、
例
え
ば
黒

田
亘

『
行
為
と
規

範
』
（
一
九
九

二
年
、

勁

草
書
房
）

の
七
頁
以
降
参
照

。
ま
た
意
図
を
超
え
る
行
為
に
つ
い
て

の
行
為

論

を
ド
イ
ツ
観
念

論
に
見
出

す
山
口
誠

一

「
ド
イ
ツ
観
念

論
と
行
為
」
（
吉
沢

伝
三
郎
編

『
行
為
論
の
展
開
』
一
九
九
三
年
、
南
窓
社
）
の
議
論
は
西
田
の
行

為
論
を
そ
れ
と
対
比
し
て
論
ず
る
手
が
か
り
と

な
る
だ
ろ
う
。

（
２
）
　
こ
の
「
序
」
は
こ
の
年
に

『
構
想
力
の
論
理
　
第
一
』
と
し
て
出
版
さ
れ
た

も
の
の
序
で
あ

る
。

（
３
）
　
三
木
の
技
術
論
が
戦
時
要
請
に
従

っ
て
技
術
政
策

に
も
関
与
し
た
当
時
の
技

術

家
た
ち
の

啓
蒙
を
も
意
図

し
た
も
の
で

あ
っ
た
こ
と

に
関
し

て
は
、
拙
論

「
知
の
技
術
的
解
釈
―
―
三
木
清
の
技
術
論
」
（
二
〇
〇
三
年
、
『
東
洋
学
研
究
』

第
4
0号
、
東
洋
大
学
東
洋
学
研
究
所
編
）
の
七
四
頁
以
下
参
照
。

（
４
）
　
西
田
の

ポ
イ

エ
シ
ス
概
念
に
関
し
て
は
、
拙
論
「
ポ
イ

エ
シ
ス
と
し
て
の
実

存
―
―
ハ
イ
デ
ガ
ー
と
西
田
幾
多
郎
の
技
術
論
の
意
義
」
（
二
〇
〇
一
年
、
比

較
思
想
研
究
第
2
7号
）
で
、
技
術
論
の
展
開
に
関
し
て
は
拙
論
「
技
術
的
経
験

－

西
田
幾
多
郎
の
「
直
観
」

概
念
を
手
が
か
り
に
」
（
二
〇
〇
二
年
、
『
東
洋

大
学
哲
学
講
座
1
、
哲
学
を
生
き
る
』
知
泉
書
館
）
で
論
じ
た
。

（
さ

が

ら

・

つ

と
む

、

哲

学

、

東

洋

大

学

助
教

授

）
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