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田
辺
元

の
芸
術
論

序

美
は
何
で
あ
る
の

か
。
美
は
我
々
の
鑑
賞
対
象
と
し
て
我

々
の
外

に
存
在

す

る
も

の
で

あ
る
の

か
。
田
辺
元
（
一
八
八
五

～
一
九
六
二
）
は
こ
の
よ
う
な

美
に
関

す

る
存
在
論

的
な
問

題
に
直
面

す

る
と
き
、

自
ら
の

「
懺
悔
道
哲

学
」
と

い
う
宗
教
哲
学
の
立
場
で
独
自
の
美

に
関
す

る
哲
学

な
い
し

芸
術
哲

学
を

展
開
す

る
。
田
辺

は
敗
戦
前

後
、
従

来
の

主
知
主

義
的

な
「
種
の
論

理
」
を
修
正
す

る
た

め
に
、
絶
対
他
力
を
根
底

に
置

い
た
「
懺
悔
道
哲
学
」

を
唱
え
る
こ
と

に
よ

っ
て
、
自
ら
の
自
力
哲
学

を
他
力

哲
学
へ
と
転
換
さ
せ

た
。
こ
れ
以
降
、
彼

は
い
か
な

る
分
野

の
哲
学

に
言
及

し
て

も
、
他
力

哲
学

の
立
場
を
取

っ
て
お
り
、
む
ろ

ん
芸
術
哲
学
を

論
ず

る
と
き

も
、
そ
の
宗
教

哲
学
的
な
姿
勢
を
変
え
て

い
な

い
。
本
論
の
目

的
は
、
田
辺

が
ポ
ー
ル
・
ヴ

ァ
レ
リ

ー
（
一
八
七
一
～
一
九
四
五
）
の
芸
術
哲
学

を
批
判
対
象
と
し
、
詩
即

廖
　
　
　

欽
　
彬

作
詩
、
制
作
即
救
済
（
芸
術
即
宗
教
）
と

い
う
弁
証
法
的
内
容
を
包
摂
す

る

芸
術
哲
学
を
構
築
し
た
哲
学
的
な
意
義

を
考
察
す

る
こ
と

に
あ
る
。
約
言
す

れ
ば
、
本
論
は
田
辺
が
展

開
し

た
芸
術
哲
学
の
存
在
論
的
な
意
義
と
そ
の
示

唆

す
る
限
界
を
明
ら
か
に
す
る
も

の
で
あ

る
。

「
象
徴
詩
は
宗
教
的
懺
悔
道
に
根
底
附
け
ら
れ
て

、
始

め
て
具
体
的
に
成
立

す
る
も
の
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
」
（
Ｔ
１
３
・
１
０
３
）
と
い
う
田
辺
の
発
言

は
端
的
に
芸
術
と
宗
教
と
の
関
係
を
示
す
。
田
辺

に
お
い
て
、
詩
人
の
詩
を

作
る
と
い
う
行
為
的
自
覚
に
、
絶
対

の
力

に
よ

っ
て
自
己
否
定
を
行
ず
る
と

い
う
宗
教
的
自
覚
が
伏
在
し
て
い
る
。
す

な
わ
ち
、
作
品
と
制
作
行
為
に
、

必
然
的
に
宗
教
的
絶
対

に
よ
る
「
有
の
無
化

、
無
の
有
化
」
と
い
う
死
復
活

の
自
己
犠
牲
的
行
が
纏
綿
す
る
の
で
あ
る
。
こ

の
よ
う
な
田
辺
哲
学
の
内

的

推
移
、
つ
ま
り
宗
教
哲
学
を
基
底
と
し

た
芸
術

哲
学
へ
の
関
心
は
、
そ
も
そ

も
戦
前
日
本
の
文
化
享
楽
主
義
を
象
徴
す

る
西

田
哲
学

へ
の
批
判
を
そ
の
皮
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切
り
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
田
辺
の
ヴ
ァ
レ
リ
ー
批
判
を
考

察
し
彼
の
芸
術
論
を
明
ら

か
に
す

る
に
あ
た
っ
て

、
ま
ず
西

田
哲
学
に
お
け

る
芸
術
や
文
化
主
義
的

な
傾
向
性

を
浮
き

彫
り

に
す

る
必
要

が
あ
る
。
す
な

わ
ち
、
西
洋
芸
術

の
代
表

と
さ
れ
る
ヴ
ァ
レ
リ
ー
の
詩

学
で
さ
え

も
、
絶
対

他
力

に
喚
起
さ
れ

る
他
者

へ
の
自
己
犠
牲
的
愛
を
欠
い
て
い
る
こ
と
を
論
述

す

る
前
段
階
の
作
業
と
し
て
、
西

田
の
「
哲
学
を
行
ず

る
」
と
い
う
芸
術
的

制
作
の
行
為
を
、
「
哲
学

を
観
る
」
と

い
う
芸
術
の
観

想
と
し
て

批
判

す
る

田
辺

の
宗
教
哲
学

的
な
実

践
を
究
明
す
べ
き
で
あ
る
。

一
　

西

田
哲

学

に

お
け

る

芸

術

的

制
作

西
田

は
『
芸

術
と
道
徳
』
（
一
九
二
三
）
に
お
い
て
、
芸
術
的
制

作
は
生
命

の
表
出
運
動
で
あ

る
と
し

、
芸

術
家
は
人
間
の
生
を
媒

介
と
す
れ
ば
こ
そ
真

の
芸
術
作
品
を
作
る
こ
と
が
で
き
る
と
述
べ
て
い
る
（
Ｎ
３
・
２
８
～
３
０
を
参

照
）。

そ
し
て
、
こ
の
生

の
具
体
的

な
表
出
の
手
段
と
し

て
人
間

の
身
体
が

取

り
上

げ
ら
れ

る
。
つ
ま
り
、
芸
術
作
品
は
我
々
の
身
体
に
よ

っ
て
形
成
さ

れ
る
も
の
で
あ

る
と
い
う
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
西

田
が
「
彫
刻
や
画

は
、

手
を
含

め
る
眼

に
よ
っ
て
見
ら
れ
た
実
在
で
あ
る
。
彫
刻
家
が
刻
み
つ

つ
あ

る
時
、
画
家

が
描
き

つ
つ

あ
る
時

、
彼
等

は
唯
見

つ
つ
あ

る
の
で

あ

る
」

（
Ｎ
３
・
２
９
）
と
い
う
よ
う
に
、
同
じ
身
体
と
し
て
の
手
は
芸
術
的
制
作
に
お

い
て
あ
く
ま
で
眼

の
一

部
分
に
す
ぎ
な
い
。
し
か
も
、
こ
こ
で
は
手
の
働
き

よ
り
眼

の
働
き

の
方
が

優
位
の
立
場
に
置
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

し
か
し

、
は
た
し
て

芸
術
的
制
作
に
お
い
て
、
作
る
と
い
う
働
き
は
西
田

に
よ
っ
て
棄
却
さ
れ

た
の
か
。「
芸
術
の
内
容
は
直
観
的
で
あ
る
と

い
う
が
、

芸
術
的
直
観
は
単
な
る
直
観
で
は
な
い
、
表
出
運
動
を
通
じ
て
見
た
る
直
観

的
内
容
で
あ
る
。
芸
術
的
創
作
は
亦
単
な
る
創
作
で

は
な

い
、
見
る
こ
と
が

即
ち
作
る
こ
と
で
あ
る
、
内
容
そ
れ
自
身
の
発
展
で
あ
る
」
（
Ｎ
３
・
３
０
）
と

い
う
よ
う
に
、
作

る
と
い
う
働
き
は
見
る
と

い
う
働
き
と
共

に
作
品
の
形

成

に
は
必
要
不
可
欠
な
作
用
で
あ
る
。
西
田

は
か
か
る
直
観

（
見
る
こ
と
）
即

創
造

（
作

る
こ
と
）
と

い
う
芸
術
的
立
場
を
、
「
物
心
未
分
以
前

の
事
実
」

（
Ｎ
３
・
３
０
）
と
見
な
す
。
こ
の
「
物
心
未
分
」
、
あ
る
い
は
「
主
客
未
分
」
以

前
の
、
換
言
す
れ
ば
芸
術
家
と
作
品
と
が

一
で
あ
る
と
い
う
状
態

に
お
い
て

こ
そ
、
作
品
は
実
在
と
し
て
あ
る
の
で
あ

る
。
こ
の
と
き
の
西
田
に
と

っ
て

、

真
の
芸
術
は
た
だ
物
と
我
と
が
一
で
あ
る
と

い
う
統
一
態
に
お
い
て
の
み
成

立
す
る
も
の
で
あ
る
。

も
し
こ
こ
で
西
田
が
自
ら
の
生
を
通
じ
て
独
自
の
哲
学
体
系
を
構
築
す
る

こ
と
を
、
芸
術
家
が
生
の
表
現
運
動
に
よ
っ
て
作
品
を
作
る
こ
と

に
な
ぞ
ら

え
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
な
ら
ば
、
西
田
哲
学
の
形
成

は
た
だ
西
田
と
自
己
の

哲
学
と
の
合
一
態

に
お

い
て
の
み
可
能
と
な
る
の
で
あ
る
。

か
か
る
西
田
に

よ

っ
て
作
ら
れ
た
西
田
哲
学
は
社
会
的
実
践
に
お

い
て
、

い
か
に
し
て
種
的

共
同
体
、
あ
る

い
は
歴
史
的
社
会
に
関
わ
る
の
か
。
こ
の
問
題
は
、
三
十
年

代
以
降
、
田
辺
や
戸
坂
潤
な
ど
に
よ

っ
て

突
き
つ
け
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
。

そ
れ
以

降
、
西

田

は
彼

ら
か
ら

の
批
判
を
意
識
し

て

い
る
か
の

よ
う
に
、

「
歴
史
的
身

体
」

を
通
じ
て
社

会
的
実
践
を
重
ん
ず
る

「
行
為
的

直
観
」

の

説
を
主
張
し
続
け
た
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
う
し
た
西
田
哲
学
の
展
開
は
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戦

後
に
な

っ
て
、
依
然

と
し
て
田
辺
か
ら
の
批
判
を
浴
び
せ
ら
れ
て
い
た
。

田
辺
は
戦
後
に
な
っ
て
「
懺

悔
道
哲
学
」
を
唱
え
る
こ
と
で
自
ら
の
哲
学

を
否
定
し
つ
つ
、
旧

日
本
哲
学
の
代
表
で
あ
る
西
田
哲
学
、
特
に
そ
の

「
行

為

的
直
観
」
に
対

し
て

厳
し
い
批
判
を
行

っ
て

い
た
。
そ
れ
は
田
辺
が

い
う

に
は
、
西
田
に
と
っ
て
「
直
観
は
行
為
の
為
に
あ
る
」
（
Ｔ
７
・
３
１
７
）
か
ら
で

あ
る
。
つ
ま
り
、
西

田
が

「
行

」
を
強
調
す
る
あ
ま
り
、

か
え

っ
て

「
観
」

と
い
う
認
識
の
問
題
を
等
閑
視
し
た
こ
と
が
批
判

の
的
と
な

っ
た
の
で
あ

る
。

そ
の
理

由
は
、
「
行
為

的
直
観
」

を
行
う
主

体
に
は
、
自
力
で

「
観
る
」
と

い
う
主
知
的
な
立
場
を
棄
却
す
る
こ
と
が
で
き
な

い
こ
と
に
あ
る
。
し

た
が

っ
て
、
こ
の
よ
う
な
西

田
の
「
行
為
的
直
観
」

は
未
だ
理
性
主
義
の
立
場

か

ら

脱
却
し
て
い
な
い
と

言
わ
ざ
る
を
得
な

い
。
田
辺
に
と

っ
て
、
直
観
と
行

為

と

は
不

一
不
二
の
弁

証
法
的

関
係

に
あ
る
も

の
で
あ
る

（
Ｔ
９・
５
４

を
参

照
）
。
両
者

は
芸
術

的
制
作

に
お

い
て
、
相
互
否

定
か
つ
相
互
媒

介
の
関
係

に
あ
る
も
の
で
あ
り
、
同

時
に
存
立
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
直
観
と

行

為
と

に
対
す
る
理
解
を
も

っ
て
、
田
辺

は
西
田

の
「
行
為
的
直
観
」

を
こ

う
批
判

す
る
。
「
行
為

的
直
観

の
説
は
一
方

に
於
て
人
間

の
相
対

的
立
場

を

脱
し
よ
う
と
す
る
宗
教
的
要
求
を
強
く
も

ち
つ
づ
け

な
が
ら
、
他
方
そ

の
自

力
に
対
す

る
執
着
の
故
に
、
自
己
を
直
ち

に
神
と
同

一
化
し
て
、
神

の
世
界

創
造
に
擬
す
る
世
界
形

成
の
芸
術
制
作
的
行
為

を
、
人
間

の
最
高
目
的

と
し

た
も
の
と
解
せ
ら
れ
る
」
（
Ｔ
７
・
３
２
２
）
、
と
。
田
辺
は
、
も
の
を
観
、
も
の

を
作
る
主
体
の
相
対
的
立
場
を
脱
却
す

る
た
め
に
、
自
力

の
立
場

に
よ

っ
て

宗
教
的
絶
対
を
要
請
す
る
西
田
の

「
行
為

的
直
観
」

を
批
判
し
て

、
西

田
の

「
哲
学

を
行
ず
る
」
こ
と

は
、
所
詮
神
の
世
界

創
造
の
役
割

を
簒
奪
す
る
芸

術
制
作
的
行
為
で
あ

る
と
し

た
。
こ

の
行
為
は
西

田
が
自
力
で
「
哲
学
を
観

る
」
こ
と

に
他
な
ら

な
い
。

な
ぜ

な
ら
、
こ
こ
に
は
す
で

に
絶
対
他
力

に
よ

っ
て
救

わ
れ

た
自
己
が
往

相
面

（
宗
教
的
彼
岸
）
に
と
ど
ま
ら
ず
、
絶
対

の

衆
生

救
済

の
還
相
行
と
共

に
相
対
界

（
歴
史
的
此
岸
）

に
向

か
う
と

い
う
自

己

犠
牲
的
愛

の
実
践
が
見
ら

れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。

田
辺

に
と

っ
て
、
絶
対

の
不
可
思
議
と
す
で
に
救
わ
れ
た
先
進

た
ち
と
共

に
現
世

に
生
き

る
人

々
を
苦
難
か
ら

救
う
た

め
に
、
往
還
二

相
の
救
済
運
動

を
行

ず
る
こ
と
以
外

に
、
「
哲
学
を
行
ず

る
」
行
為

は
存
在
し
な

い
。
し

た

が

っ
て
、
田
辺

か
ら
見
れ
ば

、
自
己

の
生

（
身
体
）
で
世
界

を
形
成
す

る
哲

学
を
構
築
す

る
こ
と

に
よ

っ
て
そ
れ

を
観
想
し
、
さ
ら
に
そ
れ
を
観

る
こ
と

に
よ

っ
て
作

る
と

い
う
西
田

の
「
行
為
的
直
観
」

が
他
者
救
済
の
自
己
犠
牲

的
行

を
含

ん
で

い
な

い
の
は
、
当
然

の
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
が
、
絶
対
他
力

に
働
き

か
け
ら
れ
て
種
的
共

同
体

の
も
と
で
行
わ
れ
る
他
者

救
済

の
慈
悲
行

が
欠
落
し
て

い
る
西

田
哲

学
の
非
実

践
性
で
あ
る
。
田
辺

に
と
っ
て

、
こ

う

し
た
絶
対

の
力

に
擬
し
て

世
界
を
形

成
す

る
哲
学
を
構
築
す
る
西

田
哲
学

は
。

あ
く
ま
で

社
会
救

済
の
実
践
性
を
欠
く
観
想
の
哲
学
で
あ
る
。
そ
れ
は
ま
さ

に
世
界
を
観
照
す

る
こ
と
で
形

成
さ
れ
た
哲
学
で
あ

る
。

か
く

し
て

、
「
作

り
つ
つ
観
、
観
つ
つ
作
る
」
と
い
う
芸
術
的
制
作
の
行
為
を
内
包
す
る
西

田

哲
学
は
、
我
々
の
鑑
賞
す
る
に
ふ
さ
わ
し
い
芸
術
論
と
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
。

西

田
と

田
辺
は
同

じ
く
行

為

を
論
じ
て
も
、

前
者
で

は
そ

れ
が
も

の
（
哲

学
）
を
作
り
つ
つ
観
、
観
つ
つ
作
る
と
い
う
作
品
を
制
作
す
る
行

為
で
あ
る



の

に
対
し
て
、
後
者
で

は
そ
れ
が
絶
対
他
力

に
よ

る
他
者
救
済
の
自
己

犠
牲

的
行
で
あ

る
。
こ

こ
か
ら

は
、
両
者

の
行
為

に
関

す
る
解
釈
の
相
違
を
容
易

に
看
取
す

る
こ

と
が
で
き

る
。

さ
て
、
田
辺

は
西

田
の
芸
術
的
制
作
の
行
為

を
批
判
し

た
上
で

、
い
か
に
し
て

ヴ
ァ
レ
リ
ー
の
詩
学
を
批
判
し
つ
つ
芸
術

即
宗
教

の
説

を
展

開
し
た
の
か
。

そ
れ

に
関
す

る
考
察
は
次
の
二
節
に
譲
り

た
い
。

ニ
　

ヴ

ァ
レ

リ

ー

詩
学

の
意

義

と

そ

の

限

界

そ
も

そ
も
、

な
ぜ
田
辺
は
フ
ラ
ン
ス
の
学
術
界

で
著
名
な
ヴ
ァ

レ
リ
ー
の

詩
学
を
取
り
上

げ
て

自
ら

の
芸
術
哲
学

の
否

定
媒
介
と
す
る
必
要
が
あ

っ
た

の

か
。
も
し
こ
こ
で
戦

前
に
お
け

る
東
洋

（
日
本
）

芸
術
の
代
表
を
西

田
哲

学
と
み

な
す

な
ら

ば
、
田
辺
に
と
っ
て

ヴ
ァ
レ
リ
ー
の
美
学
は
ま
さ
に
西

洋

芸

術
を
代
表
す

る
も
の
で
あ

る
こ
と
に
容
易

に
気
づ

か
さ
れ
る
。
『
ヴ
ァ

レ

リ
イ
の
芸

術
哲
学
』
の
完
成

は
田
辺
が
敗
戦

後
、
「
懺
悔
道
哲

学
」

を
も

っ

て

東
洋
芸
術
と
し
て
の
西
田
哲
学
の
み

な
ら
ず
、
さ
ら

に
西
洋
芸
術
を
代
表

す

る
ヴ
ァ
レ
リ
ー
の
詩
学
を
も
否
定
媒
介
と
し
た
結
果
で
あ
る
。
田
辺

は
そ

の
序
に
お

い
て
、

ヴ
ァ
レ
リ
ー
の

『
詩
学
序
説
』
（
一
九
三
七
）
に
説
か
れ

る

芸
術
的
制
作
を
根
底
に
置
く
社
会
論
、
あ
る
い
は
芸
術
と
経
済
と

の
相
関
関

係
を
結
ぶ
社
会
論
が
、
自
ら
の
「
種
の
論
理
」
の
立
場

に
一
致
す

る
と
し
、

ヴ
ァ
レ
リ
ー
の
芸
術
論
的
社
会
構
造
論
の
画
期
的
な
創
見
を
賛
美
す
る
。
以

下
で

は
、
そ
う
し
た
田
辺
の
ヴ
ァ
レ
リ
ー
の
詩
学
を
賞
賛
す
る
と
こ
ろ
を
検

証

し
つ
つ
田
辺
に
よ

っ
て
指
摘
さ
れ
た
そ
の
詩
学
の
限
界
を
考
察
す
る
。

ヴ
ァ
レ
リ
ー
は
コ
レ
ー
ジ
ュ
・
ド
・
フ
ラ
ン
ス
の
公
開
講
座
で
行
っ
た

『
詩

学

序

説

』

の

講

義

で

、

歴

史

的

社

会

と

制

作

的

個

人

と

の
対

立
矛

盾

に

論

及

し

、

詩

学

と
制

作

行

為

に

つ

い

て

こ

う

語

る

。

し

か

し
、

人

が

そ
れ

を

歎

こ

う

と
喜

ぼ

う

と

、

芸
術

に

お
け

る
権

威

の

時

代

は

、

す

で

に

か

な
り

以

前

に

終

り

を

告

げ

て

い

ま

す

。
｛

詩

学

｝

と

い
う

用

語

は

。
も

は

や

、
厄

介

な

古

臭

い

処

方
箋

と

い
う

以

上

の

観

念
を

よ

び
起

し

は
し

な

い
の

で

す

。

こ

う

し

た

わ
け

で
、

私

は

こ

の
用

語

を

、

今

や

も

う

一
度

語
原

的

な
意

味

に

お

い

て
復

活

さ
せ

る
こ

と

が

で

き

よ

う

と
思

っ

た
の

で

し

た

…

…
要

す

る

に

、
私

が

言

い
表

し

た

か

っ

た

の

は
、

つ
く

る
と

い

う

ご

く

単
純

な
概

念

な

の

で
し

た

。

私

が

こ

れ

か
ら

考
え

て

み

た

い
と
思

う

こ

の

、

つ
く

る

と

い
う

こ

と

、

す

な

わ

ち
、

ポ

イ

ェ
イ

ン

（
ｐ
ｏ
ｉｅ
ｉｎ
）

と

い

う

こ

と

は

、

究

極

に
は

何

ら

か

の

作

品

と

な

っ
て

完
了

す

る
よ

う

な

行

為

で

あ

り

ま
す

。
私

は
後

ほ

ど

、

こ
れ

を

、

人

が

一

般

に
精

神

の

作
品

と

呼

ん

で

い
る

種
類

の
作

品

に

限

定
す

る

つ

も

り

で
あ

り

ま

す

。
（
Ｖ
６
．１
５
０

，　
Ｖ
ａ
ｒ
ｉｅ
ｔｅ

，
　ｐ
．３
０
０
」

ヴ

ァ

レ

リ

ー

に

お

い

て
、

詩

学

は

も

は

や

旧

価

値

や

権

威

を
支

持

す

る

保

守

社

会

の

産

物

で

は

な

い
。

そ

れ

は

現

在

に
お

い

て

作
品

（
詩
）

を

作

る

と

い
う

個

人

の

自

由

な

る
制

作

行

為

に

よ

っ
て

形

成

さ

れ

る

精

神
的

な

も

の

で

な

け

れ
ば

な

ら

な

い

。

田
辺

は
ヴ

ァ

レ
リ

ー

の

こ

う

し

た
歴

史

的

社

会

的

制

約

か

ら
来

る

種

的

共

同
体

の
運

命

と

、

そ

れ

を

否

定

媒

介

と

し
て

自

ら

の

創

造
的

行

為

の

内

容

に

転
ず

る
個

人

の

自

由

と

の

統

一

を

明

ら

か

に
し

、

作
品

価

値

や

作

品

生

産

に

お
け

る
伝

統

と

創

造

と

の

交

互

関

係

を

展
開

し

た

社

会

田辺元 の芸術論75



構
造
論
を
、
自
ら
の
「
種
の
論
理
」
に
類
似
し
た
も
の
で
あ
る
と
た
。
し

か
し

、

田

辺

は

ヴ

ァ

レ
リ

ー

の

社

会

構

造

論

は

畢

竟

社

会

と

歴

史

と

の
関

係

を
社

会

の

客

観

的

存

在

と

い

う

見

地

か

ら

分

析

す

る

に

と

ど

ま

っ
て

い

る
も

の

で

あ

る
と

し

、

そ

れ

を
こ

う

批

判

す

る

。
「
ヴ

ァ

レ

リ

イ

の

関

心

が

主

と

し

て
歴

史

に

あ

る

に

も

拘

ら

ず

、

そ

の

観

察

の

態

度

、

分

析

の

方

法

が

。

か

え

っ
て

反

歴

史

的

自

然

的

で

あ

っ
た

と

い

う

一

種

の

内

的

矛

盾

は
、

彼

の
芸

術

哲

学

を

社

会

的

見

地

に
ま

で

推

進

め

ず

に

は

置

か

な

か

っ
た

と

同

時

に
、

ま

た

そ

れ

を

飽

く

ま

で

単

な

る

社

会

的

見

地

に

引

留

め

、

本

来

の
意

味

の
歴

史

的

立

場

に

ま

で

徹

底

す

る

こ

と

を

不

可

能

な

ら

し

め

た

の

で

あ

る
」

（
Ｔ
1
3
・
１
１
５
～
１
１
６
）
、
と
。
ヴ
ァ
レ
リ
ー
の
反
歴
史
的
自
然
的
な
立
場
は
、

田

辺

に

よ

れ
ば

詩

人

の

作

詩

に

お

け

る

言

語

の

固

定

作

用

に

よ

る

抽

象

束

縛

か
ら

離

れ

ら

れ

な

い

こ

と

や

、

ヴ

ァ

レ
リ

ー

自

身

の

精

密

科

学

の

理

性

的

秩

序

へ

の
随

順
や

、
作
品

を

作

る

主

体

の

歴

史

的
行

為

（
Ｔ
１
３
・
１
１
５

を

参

照

）

の

欠
如

な

ど

に

よ

る

と

さ

れ

る

。

換

言

す

れ

ば

、

そ

れ

は

田

辺

が

「

ヴ

ァ

レ

リ

イ

の

宗

教

性

欠

如

と

い
う

抽

象

性

は

、

こ

の

『
詩

学

序

説

』

の
最

後

段

階

に

於

て

も

依

然

残

留

し

て

、

遂

に

克

服

せ

ら

る

る

こ

と

が

な

か

っ

た
」

（
T
1
3
・
１
１
７
）
と
い
う
よ
う
に
、
ヴ
ァ
レ
リ
ー
が
芸
術
家
と
社
会
と
の
関
係

を

た

だ

科

学

的

な

見

地

か
ら

考

察

す

る

の

み

で

、

両

者

の
相

否

定

し

つ

つ
、

相
引

き

合

う

不

一

不

二

の

弁

証

法

的

関

係

を

宗

教

的

な

立

場

か
ら

論

じ

て

い

な

か

っ
た

こ

と

に

関

係

す

る

。

そ

の

結

果

、

芸

術

家

の

制

作

行

為

は
宗

教
的

救

済

に

よ

っ
て

社

会

の

構

造

に
変

革

を

加

え

る

こ

と

な

し

に
、

あ

く

ま

で

科

学

的
思

考

で

社

会

の

形

態

を

観

照

す

る

に

と

ど

ま

っ
て

い
る

だ

け

で

あ

る
。

こ
の
よ
う

な
制
作
行
為

に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
た
作
品
は
所
詮
理
性
主
義
の
産

物

に
す
ぎ
ず
、
未

だ
宗

教
的
救
済

の
一
時
的
な
方
便
手
段
に
は
至

っ
て

い
な

い
の
で
あ

る
。

ヴ

ァ
レ
リ
ー
は
田
辺

の
分
析
し

た
よ
う
に
、
科
学
的
理
性
主
義
の
立
場

に

立

っ
て
芸

術
家

と
社
会
と
の
関
係
を
論
述
し
、
さ
ら
に
両
者
を
経
済
用
語

に

関
連
付
け
て
分
析

し
、
芸
術
的
制
作

に
お
け
る
個
人
と
し
て
の
作
品
生
産
者

と
大
衆
と
し
て

の
価
値
生
産
者
と
に
つ
い
て
こ
う
い
う
。

し

か
し
、
著

者
や

そ
の
時
代

に
つ
い
て
の
知
識
、
相
つ
い
で

生
じ
る
文

学
的
諸
現
象

に
つ
い
て

の
研
究
が
深
ま
れ
ば
深
ま
る
ほ
ど
、
我
々
は
、

文
芸
史

の
年
代
記

に
そ
の
名
を
と
ど
め
る
に
足
る
仕
事
を
成
し
と
げ

た

人

々
の
、
心

の
内

部
で

生
じ
た
で
あ
ろ
う
と
こ
ろ
の
も
の
を
、
何
と

か

し
て
推
測
し
よ

う
と
い
う
願

い
を
、
ま
す
ま
す
強
く
抱
く
よ
う
に
な
る

も
の
で
す
。

彼
ら

が
こ
う
し

た
位
置
を
占
め
得
た
と
す
れ
ば
、
そ
れ

は
、

相
互

に
独

立
し
た
も
の
と
つ
ね
に
考
え
る
こ
と
の
で
き
る
二
つ
の
条
件

が
、
彼
ら

の
場
合
互

い
に
協
調
し
合

っ
て
い
る
か
ら
で
あ
り
ま
す
。
す

な

わ
ち
ひ

と
つ
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
、
作
品
の
生
産
そ
の
も
の
で

あ

り

、
他
の
ひ
と
つ
は
、
こ
う
し
て
生
産
さ
れ
た
作
品
を
知
り
、
味
わ
い
、

そ
れ
に
名
声
を
与
え
、
そ
の
伝
達
と
保
存
と
未
来
の
生
命
と
を
保
証
し

た
人

人
に
よ
る
、
そ
の
作
品

の
あ
る
種
の
価
値
の
生
産
で
あ
り
ま
す
。

（
Ｖ
６
・
１
５
２
,
 
Ｖ
ａ
ｒ
ｉ
ｅ
ｔ
ｅ
,
　
ｐ
．
３
０
１
）

田
辺

は
こ
こ
か
ら
単
に
芸
術
家
（
個
）
、
作
品

（
も
の
）
、
享
受
者
（
種
）

の
三
一

的
構

造
だ
け

で
な

く
、
芸
術
家

（
個
）
、
享
受

者
（
種
）
、
批
評

家



（
類

）

の
三

一
的

構

造

を

も

見

い
だ

し

、
「
か

く

て

生
産

、

享
受

、

批

評

は

、

互

に
相

浸

透
し

合

う

程

度

に
ま

で

、
交

互

媒

介

す

る

の

で

あ

る
。

こ

の

芸

術

制

作

に
於

け

る
三

契

機

の
社

会

的

存

在

性

は

、

ま

さ

に

個

・
種

・

類

の

三

範

疇

に

相
当

し
、

而

し

て

そ

の
歴

史

的
時

間

性

は

未

来

、

過

去

、
現

在

に

配

当

せ
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
…
…
そ
れ
が
た
だ
に
芸
術
に
限
る
も
の
で
な
く
、
文
化

一

般

に

通
ず

る
歴

史

的

社

会
的

構

造

論

と

し

て

、

私

の

従

来
公

に

し

来

っ
た

見

解

に

論

理
上

一

致
す

べ
き

ゆ

え

ん

は

、

私

の

悦

と

せ

ざ

る

を

得

な

い

所

で

あ

る

」
（
Ｔ
１
３
・
１
２
２
）

と

論

ず

る
。

し

か

し

、

田

辺

は
上

述

の

よ

う

に

ヴ

ァ

レ

リ

ー

の

芸

術

論

的
社

会

構

造

論

を

高

く

評

価

し

つ

つ

も

こ

う

批

評

す

る

。

「
ヴ

ァ

レ
リ

ー

に
於

て

は

、

す

で

に

私

の

指

摘

し

た

如

く

、

弁

証

法

的

総

合

の

普
遍

的
根

底

と

し

て

の
絶

対

無

の
超

越

的

契

機

が

希

薄

で

あ

っ
て

、

有

の

分

析

的

限

定
が

こ

れ

を
抑

え

そ

れ

に

と

っ
て

代

る
傾

向

が

強

い

。

そ

の

結

果

、

有

限

相

対

な

る

有

効
性

の

比

較

的

優

劣

が

、

価

値

の

絶

対

性

に

置

き

換

え

ら

れ

る

こ

と

に

な

る

…

…

私

の

い

わ

ゆ

る

類

・
個

・
種

の
三

一

的

構

造

が

、

彼

に

於

て

鮮

明

に
発

揮

せ
ら

れ

な

い
の

は
、

そ

の

結
果

に

外

な

ら

ぬ
」
（
Ｔ
１
３
・

１
２
３
）
’

と

。

つ

ま

り

、

ヴ

ァ
レ

リ

ー

の

い
わ

ゆ

る
作

品

に
は

、

彼

自

身

の
厳

密

な

分

析

論

理

の

有

的

立

場

の

故

に

、

享

受

者

に
よ

る
明

白

な

定

義

や

限

定

が

与

え

ら

れ

る

の

み

で

、

絶

対

他

力

の

働

き

に

よ

る
そ

の
限

定

に

対

す

る
不

確

定

性

、
「
自

己

否

定

的

無

性
」
（
Ｔ
１
３
・
１
２
６
）

の
纏

綿

が

見

ら

れ

な

い
。

か

く

し

て

、

芸

術

家

の

制

作

行

為

は

単

に

享

受

者

か
ら

の
限

定

や

評

価

に

よ

っ

て

自

力

で

作

品

を

修
正

す

る

こ

と

に

と

ど

ま

り

、

未

だ

種

か
ら

の
限

定

を

他

力

宗

教

の

慈

愛

に

よ

っ
て

突

破

し

、

か

え

っ
て

他

の
個

人

的

精

神

を

喚

起

す

る
た
め
に
、
批
評
家
兼
芸
術
家
と
し
て

自
由
に
作
品
を
改
作
す
る
に
至

っ
て

い
な
い
。
ヴ
ァ
レ
リ
ー
の
芸
術
論
に
は
宗
教
的
絶
対

に
起
こ
さ
れ
る
主
体
的

行
為
の
絶
対
否
定
作
用
を
欠
い
て

い
る
こ
と
が
明

白
で
あ
る
。
こ
れ
が
ヴ
ァ

レ
リ
ー
の
芸
術
論
に
芸
術
家
（
個
）
、
享
受
者

（
種
）
、
批
評
家
（
類
）
の
三

一
的
構
造
が
鮮
明

に
発
揮
せ
ら
れ
な
い
と
い
わ
れ
る
所
以

で
あ
る
。
ヴ
ァ
レ

リ

ー
の
芸
術
論
は
、
彼
の
科
学
的
理
性
主
義
の
立
場
が
宗
教
的
絶
対
に
取

っ

て
代
わ
り
、
歴
史
的
社
会
と
制
作
的
個
人
と
の
媒
介
項
と
な
る
た
め
に
促
し

た
結
果
で
あ
る
。

三
　

作

品

、

制

作

、

救

済

こ

こ

ま

で

見

て

き

た

よ

う

に

、

芸

術

に

関

す

る
哲

学

的

思

索

に

つ

い

て

、

西

田

は
そ

れ

を

宗

教

的

世

界

（
無

分

別

の

世
界

）

に
持

ち

込

ん

で

語

る

の

に

対

し

て

、

ヴ

ァ

レ
リ

ー

は
そ

れ

を

科

学

的

知

性

（
分

別

の

世

界

）

か
ら

論

ず

る
。

西

田

は
作

品

と

制

作

を

論

ず

る

と

き

、

必

然

的

に
芸

術

家

（
個

）

と

絶

対

者

（
類

）

と

の
逆

対

応

の

関

係

（
絶

対

者

と

相
対

者
と

の

互

い
を

限

定

し

つ

つ

結

合

す

る

関

係

Ｎ
１
０
・
２
９
５
~
３
６
７

を

参

照

）

に
言

及

す

る

の

に
対

し

て

、

ヴ

ァ

レ
リ

ー

は
作

品

と

制

作

を

語

る

と

き

、

芸

術
家

（
個

）

と

享

受

者

（
種

）

と

の

媒

介

と

な

る
科

学

的

実

証

主

義

な

い
し

理

性

主

義

に

お

け

る

知

性

に

依

拠

す

る

（
Ｔ
１
３
・
１
６
０
-
１
６
２

を

参

照

）
。

も

し

両

者

か

ら

そ

れ

ぞ

れ

芸

術
即

宗

教
と

芸

術

即

科

学

と

い
う

弁

証

法

的

関

係

の
構

造

を

見

い
だ

す

こ

と

が
許

さ

れ

る

な
ら

ば

、

西

田

哲

学

に
種

的

社

会

の

否
定

媒

介

が

欠

落

し

て

い

る
こ

と

と
、

ヴ

ァ

レ
リ

ー
の

芸

術

哲

学

に
類

的

精

神
の

絶

対

媒

介

が

完

全
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に

作

用

し

て

い

な

い

こ

と

が

見

い

だ

せ

る

は

ず

で

あ

る

。

こ

こ

に

田

辺

が

西

田

哲

学

の

社

会

的

見

地

の

欠

如

を

鮮

明

に

浮

き

彫

り

に

し

、

さ

ら

に

西

田

哲

学

よ

り

社

会

的

実

践

を

重

視

す

る

ヴ

ァ

レ

リ

ー

の

芸

術

哲

学

に

着

目

し

た

経

緯

が

見

ら

れ

る

。

ヴ

ァ

レ

リ

ー

の

功

績

は

田

辺

が

い

う

よ

う

に

、

ま

さ

に

ヨ

ー

ロ

ッ

パ

的

知

性

を

も

っ

て

作

品

と

制

作

を

社

会

に

結

び

付

け

て

そ

れ

の

芸

術

論

的

社

会

構

造

論

を

披

瀝

す

る

こ

と

に

あ

る

。

そ

う

し

た

ヴ

ァ

レ

リ

ー

の

芸

術

哲

学

は

西

田

哲

学

よ

り

一

層

田

辺

哲

学

（
種

の

論

理

）

に

近

い

理

由

は

ど

こ

に

あ

る

の

か

。

以

下

は

こ

れ

を

解

明

す

る

こ

と

で

田

辺

哲

学

に

お

け

る

作

品

、

制

作

、

救

済

の

問

題

を

探

究

す

る

。

ヴ

ァ

レ

リ

ー

は

作

品

と

制

作

に

つ

い

て

、
「
精

神

の

作

品

は

。

行

為

に

お

い

て

し

か

存

在

し

な

い

。

こ

の

行

為

を

離

れ

れ

ば

、

後

に

残

る

も

の

は

、

精

神

と

の

あ

い

だ

に

何

の

特

殊

な

関

係

を

持

と

う

と

し

な

い

一

個

の

対

象

に

す

ぎ
ま
せ
ん
」
（
Ｖ
６
・
１
６
０
，
　
Ｖ
ａ
ｒ
ｉ
ｅ
ｔ
ｅ
，
　
ｐ
・
３
０
９
）
と
い
い
、
「
詩
作
品
と
は
詩
作

品

の

制

作

行

為

に

ほ

か

な

り

ま

せ

ん

。

こ

れ

を

離

れ

て

は

、

あ

れ

ら

奇

妙

な

や

り

方

で

寄

せ

集

め

ら

れ

た

一

連

の

言

葉

は

、

説

明

不

可

能

な

こ

し

ら

え

も

の
に
す
ぎ
な
い
の
で
す
」
（
Ｖ
６
・
１
６
１
，
　
Ｖ
ａ
ｒ
ｉ
ｅ
ｔ
ｅ
，
　
ｐ
・
３
１
０
）
と
い
う
。
ヴ
ァ
レ

リ

ー

に

と

っ

て

、

作

品

の

作

品

た

り

う

る

の

は

そ

れ

を

作

る

芸

術

家

の

行

為

と

、

そ

れ

を

享

受

す

る

大

衆

の

鑑

賞

な

い

し

批

評

に

よ

る

。

作

品

は

種

を

否

定

媒

介

と

す

る

制

作

者

の

主

体

的

行

為

を

抜

き

に

し

て

は

、

単

な

る

我

々

の

鑑

賞

対

象

と

し

て

外

に

存

在

す

る

も

の

と

な

る

。

だ

と

す

れ

ば

、

作

品

は

た

だ

制

作

者

の

精

神

に

よ

る

制

作

行

為

に

何

の

関

係

も

な

い

死

物

に

す

ぎ

な

い

。

ヴ

ァ

レ

リ

ー

の

い

う

精

神

の

詩

は

、

決

し

て

固

定

し

た

言

語

に

よ

っ

て

表

現

さ

れ

る

一

連

の

記

号

で

は

な

い
。

な
ぜ

な
ら

、

ヴ

ァ

レ
リ

ー

が

い
う

よ

う

に

、
「
精

神

は

、
各

瞬
間

ご

と

に

ぶ

つ

か
ら

ね
ば

な
ら

な

い

あ
ら

ゆ

る
方

向

、

あ

ら

ゆ

る

種

類

の

干

渉

に

、

さ

か

ら

い

つ

つ

行

動

す

る

」
（
Ｖ
６
・
１
６
３

，

Ｖ
ａ
ｒ
ｉ
ｅ
ｔ
ｅ
，
　
ｐ
・
３
１
２
）
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
主
体
の
精
神
が
絶
え
ず

大

衆

か

ら

の

批

評

を

受
け

て
反

抗
し

活

動

す

る
動

的

状

態

を
示

す

の

は
詩

で

あ

る

と

も

い

え

る

。

こ

の

よ

う

な
詩

の
形

成

は
詩

人

と

大

衆

と

の
対

立

を

通

過

す

る

が

故

に

、

必
然

的

に

一
種

の
不

確

定

性

を

帯

び

る
。

こ

の
不

確

定

性

を

突

破

し

。

さ
ら

に

他

の

個
人

的

精

神

を

喚

起

す

る
自

由

な

る

創
作

は
、

か

く

し

て

主

体
精

神

の
不

断

な

る
抗

争

を

通

じ

て

限

り

な

く

現

れ

る

の
で

あ

る
。

ヴ

ァ

レ

リ

ー

の
詩

は

ま

さ

に
詩

人

、

詩

、

大

衆

三

者

の

相

互
限

定

に
よ

る
精

神

の
象

徴

で

あ

る
。

詩

作

品

は
そ

の

三

者

の

交

互

否

定

、

交
互

媒

介

の

関

係

な

し

に
、

所
詮

意

味

の

機

能

を

持

た
な

い

記

号

で

あ

る

。

田
辺

は

上

述

し

た

ヴ

ァ
レ

リ

ー
の

行

為
主

義

を

賞

賛

し

、
「

ヴ

ァ
レ

リ

イ

の

芸

術

哲

学

は
、

ま
ぎ

れ

も

な
く

最

も

明

白

に

、

こ

の

よ

う

な
絶

対

無

の

行

為

的

自

覚

を

展

開

し

た

も

の

で

あ

る

と

解

せ

ら

れ

る
」
（
Ｔ
１
３
・
１
４
６
）

と

述

べ

る
。

し

か
し

、

田
辺

は

こ

の

ヴ

ァ

レ
リ

イ

に

お
け

る

絶

対

無

の
行

為

的

自

覚

は
あ

く

ま
で

即
自

的

な
段

階

に
と

ど

ま

っ
て

い

る
と

指

摘
し

、

そ
の

理

由

を
こ
う
い
う
。

普

通

に
合

理

主

義

者

と

解

せ

ら

れ

る
ヴ

ァ

レ
リ

イ

も

、
実

は
そ

の

不

確

定

的
媒

介

の
思

想

を

も

っ
て

、

自

ら

合

理

主

義

を

否

定
す

る

の
で

あ

っ

て

、

そ

の
帰

結

た

る
虚

無

主

義

は

、

神

秘

主

義

思

想

に

通
ず

る
も

の

が

あ

る
。

し

か
し

な

が

ら

、

絶

対

無

の

行

為

的

自

覚

は

、
実

は
無

媒

介

な



る
有
的
融
合
を
特
色
と
す

る
体
験
的
神
秘
主
義
と
、
本
質

的
に
区
別
せ

ら

れ
る
べ
き
も
の
で
あ

っ
て
、
ヴ

ァ
レ
リ
イ
に
神
秘
主
義

へ
の
傾
向
が

あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
だ
け
な

お
絶
対
無
の
行
為
主
義
す

な
わ
ち
象
徴

主
義
へ
の
不
徹
底
が
、
残
存
す

る
証
拠
で
あ
る
と

い
わ
な
け

れ
ば
な
ら

ぬ
。
（
T
1
3
・
1
５
０
~
１
５
１
）

田
辺
は
こ
の
よ
う

に
、
ヴ

ァ
レ
リ

ー
が
不
断

な
る
作
品
形

成
を
伴
う
不

確

定
性
、
虚
無
性
の
た

め
に
。
自
己

の
理
性
を
極

め
に
極

め
た
結
果
、
か
え
っ

て
自
己
の
依
拠
す
る
理
性
を
自
力
で
棄
却
す

る
に
至

っ
て

い
る
こ
と
を
、
彼

自
身
の
神
秘
主
義
的
傾
向

に
帰

結
す

る
。
換
言
す
れ
ば

、
ヴ
ァ
レ
リ
ー
の
芸

術
論
は
、
そ
の
内
容

に
宗
教
的
絶
対

を
否
定
媒
介
と
す

る
制
作

者
の
他
者
救

済
を
め
ざ
す
自
己
否
定
的
行

の
自
覚
が
見
ら
れ
な

い
と

い
う
意

味
で

、
田
辺

に
よ

っ
て
神
秘
主
義
的
傾
向
性

を
も
つ
も

の
と

さ
れ

る
の
で

あ
る
。
ヴ
ァ
レ

リ

ー
は
即
自
的
な
絶
対

無
の
行
為

的
自
覚
を
対
自
的

な
段
階
に
推
進
す
る
た

め
に
、
宗
教
的
体
験

に
お
け

る
死

復
活

と
い
う
絶
対

転
換
の
自
覚
に
達
す
べ

き
と
さ
れ
る
。
田
辺

は
か
く
し
て
、
ヴ
ァ
レ
リ
ー
の
作
品
即
制
作
と

い
う
説

を
、
絶
対
無

の
絶
対

転
換
作
用

に
よ
る
死

復
活

の
宗

教
的
体
験
を
も

っ
て
批

判
的

に
発
展
し
て

い
る
。
田
辺
の
芸
術
論
に
作
品
即

制
作
の
み
な
ら
ず
、
さ

ら

に
制
作
即
救
済
と

い
う
弁
証
法
的
構
造
を
も
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
る
。

田
辺
の
芸
術
哲
学

は
か
く
し
て

宗
教
哲
学
と
相
対

立
し
つ
つ
結
合
す
る
関
係

に
あ

る
の
で
あ

る
。

結
　

論

以
上

に
基
づ
け
ば
、
田
辺
の
芸
術
論
は
自
ら
の
他
力
哲
学
の
立
場
で
西
田

哲
学
に
お
け
る
芸
術
即
宗
教
の
種
的
社
会
の
媒
介
な
き
結
合
を
指
摘
し
、

さ

ら

に
ヴ
ァ
レ
リ
ー
の
芸
術
哲
学
に
お
け
る
芸
術
即
科
学
の
宗
教
的
救
済

の
媒

介
な
き

統
一
を
批
判
す
る
こ
と
で

芸
術
、
哲
学
、
宗
教
の
三
一
的
統
一

の
弁

証

法
関

係
を
包
摂
す
る
に
至
る
こ

と
が
わ

か
る
。

田
辺

は
戦
後
、
自
己
の
宗
教
的
体
験
な

い
し
彼
が
体
験
し
た
精
神
の
遍
歴

を
背
景

に

『
懺

悔
道
と
し
て

の
哲

学
』

を
世

に
公

開
し

た
。
こ

の
著
作

は

我
々
を
し
て
自
己
存
在
と
存
在

に
伴
う
行
為
と
の
根
源
的
悪

を
自
覚
さ
せ

る

こ
と
に
よ
っ
て

、
絶
対
の
不
可
思
議
と
す
で
に
救
わ
れ
た
先
進
た
ち
と
共

に

他
者
を
生
か
す
た
め
に
自
己
を
犠
牲

に
す

る
還
相
行
を
実
践
す
べ
く
呼

び
か

け
て
い
た
。
こ
の
田
辺
の
利
他
精
神
あ

る
い
は
菩
薩
行

は
、
彼
が
な
く
な
る

ま
で
そ
の
著
作
群
の
根
幹
を
な
し
て

い
る
。
だ
と
す
れ
ば
、
田
辺
の
著
作
は

決
し
て
単
に
彼
自
身

の
制
作
行
為
に
よ

っ
て
作
ら
れ
た
も

の
で

は
な
い
。
そ

れ
ら
は
必
然
的

に
田
辺
自
身
に
お
け
る
菩
薩
精
神

の
実
現
で
あ

る
還
相
行

と
、

後
進
で
あ
る
我

々
の
自
己
犠
牲
的
行
と
を
伴
う
も

の
に
相
違
な

い
。
な
ぜ
な

ら
、
そ
れ
は
彼

の
著
作
が
絶
対
者
と
相
対
者
と

の
間

に
お
け
る
不
断
な
る
往

還
二
相
の
循
環
運
動

に
随

っ
て
形

成
さ
れ
る
象
徴
的
一
時
的
な
も
の
で

し
か

な
い
こ
と
を
意
味
す

る
か
ら
で
あ
る
。
田
辺

に
お
い
て
、
絶
対
者
と
相
対

者

と
に
お
け
る
交
互
否
定
、
交
互
媒
介
の
関
係

に
喚
起
さ
れ

る
類
種
個
の
還

相

行
な
し

に
、
作
品

（
美
）
と
い
う
存
在
が

あ
り
得

な
い
の
で
あ
る
。
我
々
は

田辺元の芸術論79



こ
こ
で
、
田
辺
が
宗
教
哲
学

的
な
見
地
か
ら

ヴ
ァ
レ
リ
ー
の
象
徴
詩
の
意
義

を
批
判
的

に
継
承
し
、
作
品
即

制
作

、
制
作
即
救
済

と
い
う
弁
証
法

的
内
容

を
包
摂
す

る
芸
術
哲
学

を
構

築
し
た
哲
学
的
な
意
義
を
認
め
ざ
る
を
得
な
い
。

し

か
し
、
田
辺
が
西
田
哲
学

、
さ
ら
に
ヴ
ァ
レ
リ
ー
の
芸
術
哲
学
を
批
判

す
る
と
き
、
彼
自
身

は
「
作
品

即
制
作
」
と
「
制
作
即
救
済
」

と
い
う
社
会

的
実
践
を
強
調
す
る
あ
ま
り

、
後
進
た
ち
を
菩
薩
道
に
導
く
手

段
と
し
て
の

著
作
の
難
解
さ
と
晦
渋

さ
に
気

づ
い
て

い
る
の
だ
ろ

う
か
。

田
辺
が
西

田
哲

学
に
お
け

る
種
的
社
会
を
否
定

媒
介
と
す
る
社
会
的
実

践
の
欠
如

を
指
摘
し
、

西
田
哲
学
を
「
哲
学
を
観

る
」

と
い
う
行
為

に
よ
っ
て
形
成

さ
れ
た
観
想
の

芸
術
論
と
彷
彿
さ
せ
る

の
は
、
す
で

に
論
述
し
た
通
り
で
あ

る
。
こ
う
し
た

田
辺
の
行
論
に
、
確
か

に
彼
の

い
う
実

存
協
同
態

に
お
け

る
救
済
行

が
見
ら

れ
る
。
だ
が
、
は
た
し
て
先
進
で
あ

る
彼
の
「
制
作
即
救
済
」
と
共

に
他
者

を
苦
難

か
ら
救
い
出
す
こ
と

は
、
我

々
現
代
人

に
は
で
き

る
の
だ
ろ

う
か
。

我
々
は
田
辺
の
「
還
相
行
即
著
作
」

に
直
面
す

る
と
き

、
そ

の
内

容
の
緻
密

さ
と
そ
の
構
造
の
美
し

さ
に
圧

倒
さ
れ
る
ば
か
り
で

あ
る
。

そ
れ
ら

の
著
作

に
は
、
現
代
の
知
識
人
を
し
て

田
辺

の
還
相
行

に
引

率
さ
れ

る
の
を
躊
躇
せ

し
め
る
も
の
が
あ
る
の
で

は
な
い
か
。
ま
し
て

知
識
人
以
外

の
階
層

に
い
る

人
々
を
や
。
も
し
種
族

の
違

い
を
考
慮
し
、
そ
れ
ら

の
種
族
に
化
し
て
彼
ら

を
救
う
と

い
う
菩
薩
行
が
田
辺

哲
学
の
本
質

だ
と
す

れ
ば
、
我

々
は
知
識
人

以

外
の
人

々
の
田
辺
哲
学

に
対

し
て
示

す
理
解
不
可

能
の
声

を
聞

い
て

い
か

に
接
す
べ
き
だ
ろ
う

か
。
そ
れ

は
お
そ
ら
く
、
絶
対

と
田
辺

を
含
め
た
無
数

の
先
進
と
共

に
彼
ら
の
立
場

に
立
っ
て

彼
ら

に
理
解
で
き

る
よ
う
な
言
葉
と

行
為
を
通
じ
て

彼
ら
を
幸
福

に
導
く
し
か
他
に
方
法
が
な

い
の
で

は
な
い

か
。

※

『

田

辺

元

全

集

』

（

筑

摩

書

房

、

第

二

版

）

と

『

西

田

幾

多

郎

全

集

』

（

岩

波

書

店

、

新

版

）

と

『

ヴ

ァ

レ

リ

ー

全

集

』

（

筑

摩

書

房

）

か

ら

の

引

用

に

際

し

、

そ

れ

ぞ

れ

（
Ｔ

巻

号

・

頁

数

）
、

（
Ｎ

巻

号

・

頁

数

）
、

（
ｖ

巻

号

・

頁

数

）

と

記

し

、

旧

漢

字

と

旧

仮

名

遣

い

は

新

字

に

改

め

た

。

Ｐ
ａ
ｕ
ｌ
　
Ｖ
ａ
ｌ
ｅ
ｒ
ｙ
,
　
Ｖ
ａ
ｒ
ｉ
ｅ
ｔ
ｅ
,
　
（
Ｐ
ａ
ｒ
ｉ
ｓ
:
　
Ｇ
ａ
ｌ
ｌ
ｉ
ｍ
ａ
ｒ
ｄ
　
Ｐ
ｒ
ｅ
ｓ
ｓ
,
　
１
９
４
５
）

Ｔ

）
　

こ

れ

に

つ

い

て

、

田

辺

の

戦

後

著

作

群

に

直

接

的

間

接

的

に

散

見

す

る

こ

と

が

で

き

る

。

（

２

）
　

藤

田

正

勝

『

西

田

幾

多

郎

－

生

き

る

こ

と

と

哲

学

』

（

岩

波

新

書

、

二

〇

〇

七

年

）
、

第

五

章

と

第

六

章

を

参

照

。

（
３
）
　
ヴ
ァ
レ
リ
ー
が
芸
術
論
を
通
じ
て
達
し
た
社
会
的
見
地
に
対
し
て
、
田
辺
は

「

私

に

と

っ

て

一

段

と

力

強

い

感

を

与

え

る

の

は

、

そ

の

説

く

社

会

と

個

人

と

の

対

立

的

統

一

、

そ

の

各

々

の

否

定

転

換

の

媒

介

関

係

が

、

従

来

私

自

身

、

社

会

の

歴

史

的

行

為

的

自

覚

を

意

図

し

て

考

え

た

種

個

媒

介

の

弁

証

法

、

私

の

い

わ
ゆ
る
「
種
の
論
理
」
に
、
全
く
符
合
す
る
こ
と
で
あ
る
」
（
Ｔ
１
３
・
１
１
７
）
と

い

う

。

（
Ｌ
Ｉ
Ａ
Ｏ
,
　
Ｃ
ｈ
ｉ
ｎ
-
Ｐ
ｉ
ｎ
ｇ
（
り
ょ
う
・
き
ん
ひ
ん
）
、

日

本

近

代

哲

学

、

筑

波

大

学

大

学

院

）
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