
〈
研

究

論

文

６

〉

芸
術
と
倫
理

―

シ
モ
ー
ヌ
・
ヴ
ェ
イ
ユ
と
西
田
幾
多
郎
―

は
じ

め

に

シ
モ
ー
ヌ

・
ヴ

ェ
イ

ユ
（
一
九
〇
九
～
一
九
四
三
）
と
西

田
幾
多

郎
（
一
八

七
〇
～
一
九
四
五
）
の
言
葉
は
、
直
接
的
な
影
響
関

係
が
な
い
に
も

か
か
わ
ら

ず
、
時
代

を
透
徹
し
た
、
深
い
実
在
へ
の
眼
差
し
の
、
そ
の
先
端
で
、
互

い

に
触
れ

合
う
。

そ
の
こ
と
は
、
両
者
の
思
想
の
構
造
に
、
深

い
類
似
性
が
あ

る
こ
と

を
、
意
味
し
て
い
る
。
だ
が
、
そ
の
構
造
の
共
通
性
を
浮
き
彫
り

に

す

る
こ

と
は
、
構
造
の
力
動
性
を
賦
与
す
る
と
し
こ
い

、
わ

た
し

た
ち
自
身

の
反
省

作
用
に
と

っ
て

は
、
さ
し
て
意
味
は
な

い
で
あ
ろ
う
。

シ
モ
―
ヌ
・
ヴ
ェ
イ
ユ
は
、
わ
ず
か
三
四
歳
（
一
九
四
三
）
で
そ
の
生
涯

を
閉
じ
て

お
り
、
著
作

は
す
べ
て
、
そ
こ
に
自
分
自
身

を
映
し
出
し

た
ア
ル

ベ
ー
ル
・
カ
ミ
ュ
の
編
纂
に
よ
っ
て
、
没
後
出
版
さ
れ
て
い
る
。
広
範
な
問

題
関

心
が
刻
ま
れ
た
著
作

か
ら
、
形
而
上
学
そ
の
も

の
を
捉
え

直
そ
う
と
す

今
　

村
　

純
　

子

る
な
ら
ば
、
わ
た
し
た
ち
は
、
膨
大
な
思
索
ノ
ー
ト
と
対
峙
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

ノ
ー
ト
と
い
う
特
性
上
、
因
果
律
が
あ
ら
か
じ
め
断
ち
切

ら
れ
て

い
る
思
索
の
痕
跡

は
、
い
ま
だ
詩
と
哲
学
の
あ
わ
い
の
う
ち
に
あ
る
。
わ
た

し
た
ち
が

な
す

べ
き

こ
と
は
、
こ

の
あ
わ
い
に
沈
潜
し
、
自
ら
の
反

省
作
用

を
介
し
て
、
言
葉

と

言
葉
と
の
間

に
「
つ
な
が
り
」
を
見

い
出
し
、
形
而
上

学

の
立
体

像
を
創
造
し
ゆ
く
こ
と
で
あ
る
。
他
方
で
、
西
田
幾
多
郎
が
処
女

作

『
善
の
研

究
』
を
発

表
し

た
の
は
、
四
〇

歳
（
一
九
一
一
）
の
と
き
で

あ

る
。
周

知
の
よ
う
に
、
わ
た
し
た
ち
は
、
こ

の
書
を
出
発
点
と
し
て
、
西

田

の
思

想
全
体
を
体
系
的

に
捉
え
る
こ
と
が
で
き

る
。

こ
こ
で

着
目

し
て
み
た

い
の
は
、
一
九
三
〇
年
代
後
半

か
ら
一
九
四
〇

年

代

前
半

に
か
け

て
の
、
真

に
も
の
を
考
え
よ
う
と
す

る
誰
し
も
が
、
否
応
な

く
、
深

い
苦
悩
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
「
暗

い
時
代
」

に
お
い
て
、
凝
縮
し
た

一
瞬
の
き
ら
め
き
で
あ
れ
、
長
い
待
機
を

バ
ネ
と
し
て
誕

生
し

た
思
考
空
間
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で

あ
れ

、

こ

の

二

人

の
哲

学
者

が

、

そ

れ

ぞ

れ

に

お

い

て

、

芸

術

に

つ

い
て

積

極

的

に

語
り

出

す

と

い

う
こ

と

で

あ

る

。

そ

れ

以

前

に
お

い

て

も

、

両

者

と

も

、

し

ば

し

ば

芸

術

へ

立

ち

返

っ
て

い

る

。

だ

が

そ

れ

は

、

読

者

の

心

の

う

ち

に

あ

る

一

定

の

イ

メ

ー

ジ

を

喚

起

し

、

反

省

作

用

を

促

す

た

め

で

あ

っ

た

。現

実

の

苛

酷

さ

が
両

者

を

芸

術

に

向

か
わ

し

め
る

の

は
。

か
れ

ら

が

「
魂

の

闇

夜

」

か
ら

眼

を

背

け

て

い

る

か
ら

で

は

な

い
。
「
魂

の
闇

夜
」

の

う

ち

に

留

ま

り

、
「
身

体
」

を

介

し

て

「

魂

の

闇

夜

」

を

観

照

す

る

こ

と

を

通

し

て

、

善

へ

と

向

き

変

わ

る

可

能

性

、

す

な

わ

ち

、

美

へ
と

向

き

変

わ

る

可

能

性

を

。

芸

術

の

う

ち

に

、

見

い

出

し

た

の

で

あ

る
。

こ

の
こ

と

は
、

両

者

が

、

一

貫

し

て

思

索

の

核

に

据

え

て

き

た

自

覚

と

倫

理

と

の

一

致

を

、

よ

り

い

っ

そ

う

深

い

段

階

で

捉

え

直

す

こ

と

に

、

寄

与

し

て

い

る
で

あ

ろ

う

。

ヴ
ェ
イ
ユ
に
お
い
て
、
思
索
ノ
ー
ト
全
体
か
ら
、
こ
の
輪
郭
を
浮
き
彫
り

に
す

る

こ

と

は

至

難

の

技

で

あ

る
。

だ

が

、

西

田

に

お

い

て

、
「
行

為

的

直

観
」
（
一
九
三
七
）
、
「
ポ
イ
エ
ー
シ
ス
と
プ
ラ
ク
テ
ィ
ス
」
（
一
九
四
〇
）
、
「
歴

史

的

形

成

作

用

と

し

て

の

芸

術

創

作

」
（
一
九
四

一
）

は
、
「
場

所

的

論

理

と

宗

教

的
世

界

観
」
（
一

九
四

六
）
の

重

要

な

跳

躍

盤

の

役

割

を

果

し

て

い

る

の

み

な

ら

ず

、
『
善

の

研

究

』

と

「

場

所

的

論

理

と

宗

教

的

世

界

観

」

と

の

間

に
流

れ

る
地

下

水

脈

を

露

わ

に
す

る
役

割

を

担

っ
て

い

る
。

上

記

の
こ

と

を
踏

ま

え

て

、

本

小

論

に

お

い

て

は

、

こ

れ

ま

で
宗

教

の

側

面

か
ら

語

ら

れ

る
こ

と

の

多

か

っ

た

シ
モ

ー

ヌ

・

ヴ

ェ

イ

ユ

と
西

田

幾

多

郎

の

哲

学

思

想

を

、

芸

術

の

側

面

か
ら

捉
え

直

す

こ

と

に

よ

っ
て

、
異

質

な

思

考

空
間

を
有

す

る

よ
う

に
思

わ

れ

る
両

者

を

対

話

さ

せ

る
こ

と

の
う

ち

に
、

両

者

の

「

沈
黙

」

の
行

間

の
う

ち

に
、

わ

れ

わ

れ

自

身

に

よ

る

「

関
係

性

」

の

構

築

に

よ

っ
て

、
徹

底

的

に
個

的

で

あ

る
こ

と

が

普

遍

へ

と

ひ
ら

か
れ

て

ゆ

く
、

そ

の
哲

学

の

ダ
イ

ナ

ミ

ズ

ム
が

、

自

ず

か

ら

倫

理

性

へ

の

ひ
ら

け

を

孕

む

、

そ

の
両

者

の
思

索

の
有

り

様

を

、

少

し

く

浮

き

彫

り

に
し

て

み

た

い
。

一
　

表

現

と

形

式

「
昔

ロ
ー

マ
法
皇

ベ

ネ

デ

ィ

ク

ト
十

一
世

が

ジ

ョ
ッ

ト

ー

に
画

家
と

し

て
腕
を
示
す
べ
き
作
を
見
せ
よ
と
い
っ
て
や
っ
た
ら
、
ジ
ョ
ッ
ト
ー
は

た

だ

一
円

形

を
描

い
て

与

え

た
と

い
う

話

が

あ

る

。

我

々

は

道

徳
上

に

お
い
て
こ
の
ジ
ョ
ッ
ト
ー
の
一
円
形
を
得
ね
ば
な
ら
ぬ
」
（
N
-
１
　
１
３
４
）
°

『
善

の
研

究

』

が

収
斂

さ

れ
て

ゆ

く

一

点

を
イ

メ
ー

ジ

と

し

て

映

し

出
し

て

い

る

こ

の

一

節

は

、

ジ

ョ

ッ

ト

ー

と

い

う
特

異

な

宗

教

画

家

の

芸

術

的
態

度

と

い
う

べ

き

も

の

が

、

わ

た

し

た

ち

一

人

一
人

の
生

に

妥

当

す

る

普

遍
性

を

有

し

て

い

る
こ

と

、

さ

ら

に

、

そ

の

普

遍

性

は

必
然

的

に

倫

理

性

へ

の

ひ

ら

け

を

孕

む

こ

と

を

、

象

徴

的

に
示

し

て

い

る
。

わ

た
し

た
ち

が

、

真

に

何

か

を

経

験

し

て

い

る
と

き

に

は

、

そ

こ

に

は

経

験

し

て

い

る
個

は

な

く

、

そ

の

個

が

な

い

こ
と

が

、

真

の

個

で

あ

る

。

ま

た

、

真

に
何

か
を

知

覚

し

て

い

る

と

き

に

は

、

知
覚

が

捉

え

る
現

象

を

超

え

た

、

本

質

で

あ

り

、

世

界

そ

の

も

の

が

、
「
今

、
こ

こ

」

で

経

験

さ

れ

て

い

る

。

こ

の

こ

と

は

、

西

田

が

、
『
善

の
研

究
』

に

お

い
て

、
「
純

粋

経

験

」

と

し

て

、

自

ら

の

思

索

の

出

発

点

に

置

い

た
こ

と

で

あ

る
。

そ

し

て

ま

た

、
「
逆
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対
応
」

に
至

る
ま
で
、
自
ら
の
思

索
の
通
奏
低
音
と
し
て
、
け

っ
し
て
手
放

さ
な

か
っ
た
も
の
で
あ
る
。

ヴ
ェ
イ

ユ
に
お
い
て

も
、
こ

の
こ
と
は
、
同
様
に
思
索
の
通
奏
低
音
に
な

っ
て

い
る
。
だ
が
、
ヴ
ェ
イ
ユ
の
場

合
、
西

田
に
は
け

っ
し
て
あ
ら
わ
れ
て

く

る
こ

と
の
な
い
「
労
働
」
の
観
念
が
、
知
覚
の
成
立

に
不
可
欠
な
も
の
と

さ
れ
て

い
る
。

す
な
わ
ち
、
労
働
し
て

い
る
直
中
に
お

い
て
し
か
、
わ
た
し

た
ち

は
、
真
に
知
覚
す

る
こ
と
は
な
い
、
と
ヴ

ェ
イ

ユ
は
考
え
る
の
で
あ
る
。

ヴ

ェ
イ

ユ
に
お
け
る
「
脱
創
造
」
と

い
う
独

自
の
観
念

は
、
「
逆
対

応
」

と

類
似
の
構

造
を
有
し
て

い
る
。
す

な
わ
ち
、
わ
た
し
た
ち
は
、
神
と
無
限
の

「
距

離
」

に
隔
て
ら

れ
て

は
じ

め
て
、
神

の
実
在
性
に
触
れ
る
こ
と
を
、
「
創

造
さ
れ
た
も

の
」

を
「
創
造
以
前

の
も

の
」

に
返

し
て

ゆ
く
力

動
性
の
う
ち

に
つ
か
も

う
と
す

る
の
で

あ
る
。
し

か
し

、
ヴ
ェ
イ
ユ
の
場
合
、「
脱
創
造
」

と
初
期
作
品
と

の
間

に
は
、
そ
の
象
徴
的

言
語

が
類
比

的
に
物
語
っ
て

い
る

よ
う

に
、

ほ
と

ん
ど
時
間

差
が

な
い
も

の
で

あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
西

田
に

は
な

か
っ
た
ヴ
ェ
イ
ユ
に
お
け

る
「
労
働
」

と
い
う
身
体
的
経
験
の
深

さ
と

無
関

係
で
は

な
か
ろ
う
。
ヴ

ェ
イ

ユ
は
、
「
脱
創
造
」

に
芸
術
の
側
面

か
ら

光
を
当
て
て
、

ジ
ョ
ッ
ト
ー
の
絵
画

に
つ
い
て

、
次
の
よ
う
に
語
っ
て

い
る
。

「
絵
画

に
お
け

る
空
間
と
孤
独
。

空
間
は
孤
独
で
あ
り
、
あ
ら
ゆ
る
事

物

に
対
し
て

無
関

心
で
あ

る
。
出

来
事
は
、
ど
ち
ら
か
が
ど
ち
ら
か
よ

り
も
多
く

の
意
味

を
担

っ
て

い
る
と
い
う
こ
と
は
な
い
。
だ
か
ら
、
キ

リ

ス
ト
の
十

字
架
も

、
松

の
一
針

が
落
ち
ゆ
く
以

上
の
意
味
を
も
た
な

い
。
神

は
、
す

べ
て

の
事
物
が
平

等
に
存
在
す
る
よ
う
に
望
ん
で

い
る
。

時
間

・
空
間

は
、
こ
の
平
等
性
を
感
じ
さ
せ
る
。
キ
リ
ス
ト
の
身
体
は
、

松

の
木
よ
り
以
上
の
空
間
を
占
め
な
か

っ
た
し
、
別

の
空
間
も
占
め
な

か
っ
た
し
、
時
間
の
流
れ
に
従

っ
て
消
え
去
る
と
い
う
こ
と
も
な
か

っ

た
。
芸
術

は
、
そ
の
質
料
と
し
て
、
時
間
・
空
間
を
も
ち
、
そ
の
表
現

の
対
象
と
し
て
、
こ
の
無
関
心
性
を
も
つ
」
（
Ｏ
Ｃ
Ｖ
Ｉ
-３
　８
４
）
。

神
の
愛

は
、
神
自
身

に
対
す
る
、
そ
し
て
、
神
の
作
品

で
あ
る
被
造
物
に

対
す
る

「
無
関
心
性
」

に
ほ

か
な
ら
な
い
。
ヴ

ェ
イ
ユ
が
偉
大
な
芸
術
家
の

一
人
で
あ

る
と
看
做
し
て

い
る
ジ

ョ
ツ
ト
ー
の
作
品
は
、
必
然
的

に
「
聖
な

る
も

の
」

に
近

し

い
の
で
、
時
間

・
空
間

に
お

い
て
、
こ
の
こ
と

を
「
表

現
」
と
し
て
提
示
し
て
い
る
。
芸
術
作
品
の
無
関
心
性
は
、
芸
術
家
の
自
ら

に
対
す
る
無
関
心
性
の
「
表
現
」
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

こ
の
こ
と
を
す
で
に
ヴ

ェ
イ
ユ
は
、
一
九
二
六
年
（
一
七
歳
の
と
き
）
に
、

ア
ラ
ン
に
提
出
し
た
小
論
文
「
美
と
善
」

の
な
か
で
看
破
し
て
い
る
。
あ
る

美
し
い
神
殿
を
目
前
に
し
た
と
き
に
。
な
ぜ
わ
た
く
し
は
自
分
の
足
を
と
め
、

そ
こ
に
佇
み
、
神
殿
と
距
離
を
と
ろ
う
と
す
る
の
か
、
と
い
う
考
察

か
ら
、

美
の
「
目
的
な
き
合
目
的
性
」
、
「
関
心
な
き
適
意
」
を
導
き
出
し
、
さ
ら
に
、

美

に
お
け

る
倫
理
性
の
開
け
を
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「
わ

た
く
し

は
神
殿
で

は
な
い
、
と
考
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
、
わ

た
く
し
は
神
殿
が
美
し

い
と
い
う
こ
と
を
知
る
。
と
い
う
の
も
、
わ
た

く
し
が
神
殿
と
調
和
的
に
一
つ
に
な

っ
て
い
る
最
初
に
訪
れ

る
美
感
的

な
感
情
は
、
眠
り
だ

か
ら
で
あ
る
。
わ
た
く
し
は
神
殿
で

は
な

い
、
と

言
う
こ
と

は
、
神
殿
が
、
わ
た
く
し
な
し
で
、
そ
れ
自
体
で
完
璧
で
あ



る
、
と
認

め
る
の
で

あ
る
。
す
な
わ
ち
、
神
殿
を
美
し
い
と
認

め
る
こ

と
で

あ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
美
し
い
も
の
は
、
わ
た
し
た
ち

を
自

由
に
す
る
。
美
し
い
も
の

は
わ
た
し
た
ち
を
峻
拒
す
る
の
で
、
美
し

い

も
の
は
、
わ
た
し
た
ち
に
美
し

い
も
の
を
峻
拒
す
る
よ
う
差
し
向
け

る
。

わ
た
し
た
ち
が
、
美
し

い
も
の
を
美
し

い
と
看
做
す
の

は
、
自
分

を
美

し
い
も
の
か
ら
切
り
離
す
行
為
に
よ
っ
て
で
あ
る
」
（
O
C
I
 
7
2
　
強
調

筆
者
）
。

わ
た
し
た
ち
は
、
己
れ
か
ら
完
全

に
解
き
放
た
れ
た
「
自
由
と
目
覚

め
」

の
状
態
の
う
ち
に
あ

っ
て
、
己
れ
の
本
来
性
を
確
立
す

る
の
で

あ
っ
て

、
そ

れ
を
保

証
す

る
の
が
、
対

象

を
美
し

い
と
感
じ
て

い
る

「
わ
た

く
し
の
心

情
」
で
あ
る
。

こ
の
と
き
、
偉
大
で
あ

っ
て
、
栄
光
な
る
も
の
と
思

い
な
さ

れ
て
い
た
「
キ
リ
ス
ト
の
十
字
架
」

は
、
己
れ

か
ら
引

き
離
さ

れ
る
た
め
に
、

「
ほ
と

ん
ど

無
」
で

あ
る

「
松

の
一
針
」
と
同

等
の
眼
差
し

が
注
が
れ

る
対

象
と
な
る
の
で
あ

っ
て
、
こ

の
と
き

わ
た
し

た
ち
は
、
悪
人

に
も
、
善
人
に

も
、
平
等
に
、
雨
と
光

を
降
り

注
ぐ

神
の
視
座

に
あ

る
。

こ
の
よ
う
に
、
ヴ

ェ
イ

ユ
に
お
け

る
美
的

観
照
の
有
り
様

は
、
西

田
が
、

対
象

に
己
れ
が
映
し
出

さ
れ

る
の
と
同

時
に
、
対
象

に
己

れ
が
移
し
出
さ
れ

る
こ
と
を
「
表
現
」
と
し
て

と
ら
え

た
こ
と

に
ほ
か
な
ら

な
い
。
そ
し
て
ま

た
、
西
田
と
ヴ

ェ
イ

ユ
が
、

芸
術
に
注
視
す

る
の
は
、

作
品

が
い
わ
ば
仲
介

者

と
な

る
こ

と
で
、

鑑
賞
者

に
と

っ
て

の
表
現

を
可

能
に
す

る
た

め
の
、

「
純
粋
経
験
」
で
あ
り
、
「
自
由

と
目

覚
め
」

の
好
機
と

な
る
か
ら
で

あ
る
。

「
禁
錮
と
終
身
隔
離

の
刑

に
処
せ
ら
れ

た
人

の
独
房

に
置

く
こ
と
が
で

き

、

し

か
も

そ
れ

が

残

酷
な

振

る

舞

い

と

は

な

ら
ず

、

そ

の

逆

で
あ

る

よ

う

な

絵

画

。

芸

術

と

持

続
。

後

世

と

は

持

続

を

意

味

し

て

い

た
」

（
○
Ｃ
Ｖ
Ｉ
-
２
　
６
６
）
。

芸

術

家

の
表

現

は

、

こ

の

よ
う

な

鑑

賞

者

と

の

相

互

共

同

性

の

直

中

に

お

い

て
、

生

き

ら

れ

、

感
じ

ら
れ

る
。

シ

モ
ー

ヌ

ー
ヴ

ェ
イ

ユ
の

哲

学
思

想

に

お

い
て

、

重

要

な

フ
ァ

ク
タ

ー
で

あ

る

「
労

働

」

と

い

う

技

か

ら

「
芸
術

」

と

い
う

技

へ

と

転

回

し

て

ゆ
く

、

そ

の
思

索

の

根

柢

に

あ

る

も

の

は

、

一
切

の
「
想
像
的
な
も
の
（
l
'
ｉ
ｍ
ａ
ｇ
ｉ
ｎ
ａ
ｉ
ｒ
ｅ
）
」
な
も
の
か
ら
解
き
放
た
れ
た
、

「
構
想
力
（
l
'
ｉ
ｍ
ａ
ｇ
ｉ
ｎ
ａ
ｔ
ｉ
ｏ
ｎ
）
」
が
十
全
に
開
花
し
う
る
位
相
の
提
示
で
あ
る
。

わ

た
し

た

ち

は

、

い

っ
た

い
何

処

で

、

一
枚

の

絵

に

、

一

曲

の

音
楽

に
、

一
篇

の
詩

に
、

真

に

出

会

っ
て

い

る
、

と

言

い

う

る

で

あ

ろ

う

か

。

一
枚

の

絵
、

一
曲

の

音
楽

、

一

篇

の

詩
、

と

い
う

そ

の

赤

裸

々

な
現

象

に

お

い
て

で

は

な

い

。

否

む

し

ろ

、

そ

れ

ら

の
赤

裸

々
な

現

象

が

、

完

全

に

捨

象

さ
れ

た

無

の

境

域

に

お

い

て

、
そ

れ

ら

の
実

在

は
立

ち

現

れ

て

く

る

。
「
何

も

な

い
」

真

空

の

空

間

に

お

い

て
、

一

枚

の

絵

の

実

在

性

に

触

れ

う

る

の

で

あ
り

、

「
何

も

な

い
」

音

と

音

と

の
間

の
沈

黙

の
時

間

に

お

い

て

、

音

楽

の
実

在

性

に

触

れ

う

る

の

で

あ

り

、
「
何

も

な

い
」

言

葉

と

イ

メ
ー

ジ
が

つ
く

る
沈

黙

の

時
間

に

お

い

て

。

詩

の

実

在

性

に

触
れ

う

る

の

で

あ

る

。

こ

の

と

き

、

鑑

賞

者

の

心

の

う

ち

に

「
絶

対

無

」

の

境

域

が

生

み

出

さ

れ

て

い
る

、

あ

る

い
は

ま

た
、

鑑

賞

者

は

、
「
純

粋

意

識
」

そ

の
も

の

と

な

っ

て

い

る

、

と

言

い

う

る

で

あ

ろ

う

。
時

間

・
空

間

の

形

式

は

、

こ

の

よ

う

に

芸術と倫理

し
て

、
生
き
ら
れ
、
感
じ
ら
れ
る
の
で
あ
り
、
ジ

ョ

。
ト
ー
の
天

才
は
、
画
　
　
9
1



才
よ
り
以
前
に
、
こ
の
認
識

に
あ
る
こ
と

を
、
西
田
と

ヴ
ェ
イ

ユ
は
看

破
し

て
い
る
。

と
こ
ろ
で
、
西
田
に
は
け

っ
し
て
見
ら
れ

な
い
「
労
働
」
と

い
う

フ
ァ
ク

タ
ー

に
ヴ

ェ
イ

ユ
が
注
視
す
る

の
は
、
行
為

の
直
中

に
お
け

る
反
省
作
用

、

す
な
わ
ち
、
も

っ
と
も
具
体
的
な
経
験

に
お
い
て
純
粋

な
経
験

が
あ

る
と
い

う
位
相

は
、
己
れ
が
形
相
そ
の
も
の
と

な
っ
て
な
け

れ
ば
な
ら
ず
、

そ
れ
は
、

労
働
と

い
う
外
的
必
然
性
と
の
接
触

な
し

に
は
あ
り
え

な
い
、

と
考
え

る
か

ら
で
あ

る
。
こ
の
よ
う
に
、
労
働
の
観

点
か
ら

芸
術

を
振
り
返

る
と
き

、
芸

術
家
の
苦
の
表
象
を
通
し
て
美

へ
と
転
換
さ
れ

る
力
動
性
を
見

る
こ
と

が
で

き
る
。
徹
底
的
に
必
然
性
に
釘
付
け

に
な
っ
て

い
る
か
ら
こ
そ
無
限

の
ひ
ら

け

が
あ

り
、

ピ

タ
ゴ
ラ

ス
的
調
和
が

あ
る
と
い
う
、
「
脱
創

造
」

と

「
逆
対

応
」

の
核
が
浮
き
彫
り
に
な

っ
て
く
る
。
内
在
的
超
越
の
位
相

は
、
こ

の
よ

う
に
し
て
、
芸
術
創
造
を
通
し
て
、
明
ら

か
に
な
る
。

ニ
　

ポ

イ

ェ
ー

シ

ス
と

プ

ラ

ク

テ

ィ

ス

「
脱
創
造
」
な

い
し
「
逆
対
応
」

は
、
自
然

的
で

は
な
く
超
自
然
的

な
営
み

で
あ
り
、
そ
れ
が
可

能
と
な
る

の
は
、
狂
気
で

あ
り

か
つ
道
化
で
あ

る
技
に

よ

っ
て

の
み

で
あ

る
。
「
物

と
な

っ
て

見
、
物
と
な

っ
て
働

く
」
と

は
、
本

来
的
に

は
、
そ
う
で
し

か
あ
り
え
な

い
。

こ

の
こ

と

は
、

プ
ラ

ト
ン

『
テ

ィ

マ
イ
オ

ス
』
（
２８ａ
-ｂ
）
　に
お
い

て
、

芸
術
創
造
か
ら
世
界
創
造
が
導
き
出

さ
れ
、

さ
ら

に
、

わ
た
し

た
ち
一

人
一

人
の
生
の
創
造
の
何
た
る
か
が
暗
示

さ
れ
て

い
る
こ
と

の
う
ち

に
見
て

と
る

こ
と
が
で
き
る
。

シ
モ
ー
ヌ
・
ヴ
ェ
イ

ユ
は
、
い
わ
ば
、
『
テ
ィ

マ
イ
オ
ス
』

を
逆
照

射
さ
せ

る
か
た
ち
で
、
芸
術
創
造
か
ら
鑑
賞
者
で
あ
る
わ
た
し
た
ち

の
生
の
創
造
を
導
き
出
し
て
い
る
。

「
『
テ
ィ
マ
イ

オ
ス
』
の
第
一
の
観
念
は
、
こ
の
宇
宙
の
基
体
で
あ
り
、

実
体
で
あ
る
も
の
は
、
愛
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
…
…

『
テ
ィ

マ
イ
オ
ス
』

の
第
二
の
観
念
は
、
神
自
身
で
あ
る
愛
の
鏡
で
あ
る
こ
の

世

界
は
、
わ
た
し
た
ち
が
倣
う
べ
き
モ
デ
ル
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ

る
」
（
I
P
 
3
7
-
3
9
）
。

わ
た
し
た
ち
が
真
に
自
ら
の
生
を
創
造
す

る
際

に
働
く
「
デ
モ
ー

エ
ッ

シ

ュ
な
も
の
」

は
、
芸
術
家
の
、
自
ら
の
作
品

に
対
す
る
「
超
自
然
的
な
愛
」

と
捉
え

直
す
こ
と

が
で
き

る
。
そ
の
と
き

、
芸
術
家
の
う
ち
に
降
り
て
く
る

イ

ン
ス
ピ
レ
ー

シ
ョ
ン
が
超
越
的
で
あ
る
だ
け
で
は
な
く
、
芸
術
家
が
な
す

創
造
そ
の
も
の
が

、
道

具
と
な

っ
た
芸
術
家
の
身
体
を
通
し
て
な
さ
れ
る
、

人
格
的
で
あ
っ
て

な
お
か
つ
非
人
格
的
な
働
き
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
人

間
と
人
間
を
と
り
ま
く
環
境
と
の
間
に
は
、
自
然
的
に
は

平

等
性
は
成
立
し
え

な
い
。
人
間
は
、
自
然
的

に
は
、
環
境
に
隷
属
し
て

い

る
の
で
あ
っ
て

、
主
体
と
環
境
と
の
相
互

共
同
性

は
あ
り
え
な
い
。
行
為
的

で
あ
る
こ
と
が
、
同
時
に
直
観
的
で
あ
り
、
働
く
こ
と
が
、
同
時

に
見
る
こ

と
で
あ
る
こ
と
を
、
身
体
に
お
い
て
見
る
西
田

の
哲
学
思
想
に
ヴ

ェ
イ

ユ
の

労
働
の
観
念
を
重
ね
合
わ
せ
、
さ
ら
に
、
労
働

か
ら
芸
術
へ
の
転
回
を
振
り

返
る
と
き
、
芸
術
に
お
い
て
、
自
然
的
に
は
、
必
然
性
の
餌
食
に
な
る
し

か

な
い
人
間
が
、
環

境
と
の
平
等
性
の
場

に
立
つ
可
能
性
が
ひ
ら
か
れ
る
。
芸

92



術
作
品

に
対
峙
す

る
芸
術
家
で
あ
れ
。
鑑
賞
者

で
あ
れ
、「
物
で
あ
る
こ
と
」

で

あ
り
、
「
無
で
あ

る
こ
と
」

に
同
意

し
た
か
れ
ら

の
う
ち

に
、
美

の
感
情

が
溢
れ
出

る
こ
と
に
お
い
て
、
か
れ
ら
の
自
由
が
証
さ
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、

美
の
感
情
は
、
「
己
れ
を
強
め
、
再
生
産
す
る
」
。
芸
術
家
は
創
作
の
直
中
に

お
い
て
、

鑑
賞
者

は
作
品
を
心
に
焼
き
付
け

、
そ
れ
を
真
空
の
境
域
に
お
い

て
思

い
出
す

こ
と
に
お
い
て
、
自
ら
の
生
の
創
造
を
な
す
の
で
あ
る
。

三
　

そ

の

倫

理

性

必
然
性

の
働
き

を
、
「
重
力
」
と

い
う
言
葉
に

よ

っ
て
表
現
し

よ
う
と
し

た
の
は
、
シ
モ
ー
ヌ
・
ヴ
ェ
イ
ユ
の
哲
学
思
想
の
特
徴
で
あ
る
。
こ
の
重
力

の
働
き
が

、
最

も
明
瞭
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
芸
術
作
品
と
し
て
、
彫
像
が
挙

げ
ら

れ
る
で
あ
ろ
う
。
ヴ

ェ
イ

ユ
が
し
ば
し
ば
考
察
す
る

ギ
リ

シ
ア
の
彫
像

は
、
重
力
に
完
璧
に
従

っ
て
い
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
鑑
賞
者
の
心

情
に
お

い
て
、

作
品

に
刻

み
込
ま
れ
た
重
力

へ
の
従
順

は
、
「
流
動
的
な
も

の
」
と
し
て
、
美
の
感
情
を
通
し
て
、
映
し
出
さ
れ
る
。
あ

る
い
は
ま

た
、

『
イ
ー
リ

ア
ス
』

に
お

い
て

、
登
場
人
物
そ
れ

ぞ
れ
が
、
勝

者
で
あ
れ
、
敗

者
で
あ
れ
、
ひ
と
し
く
。
重
力
の
働
き
か
ら
逃
れ
ら
れ
な
い
。
そ
れ
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
こ
の
詩
篇
を
口
承
さ
せ
て
ゆ
き
た

い
と
思
わ

せ
る
「
躍
動
」
が
、

美
の
感
情
を
通
し
て
、
読
者
の
心
情
の
う
ち
に
溢
れ
出
て
く

る
。

こ
の
逆
説
、
こ
の
矛
盾
は
、
な
ぜ
生
じ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
芸

術
家
が
、
無
か
ら
、
愛

に
よ

っ
て
創
造
し
た
、
世
界
創
造

の
神

に
倣

い
、
そ

の
芸
術
家
の
愛
が
、
作
品
を
仲
介
と
し
て
、
鑑
賞
者
の
心

に
映
し
出
さ
れ

る

か
ら
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
芸
術

は
倫
理
性
へ
と
ひ
ら
か
れ
る
こ
と

に
な
る
。

と
こ
ろ
で
、
ギ
リ

シ
ア
の
彫
像
が

「
重
力
」

に
従

っ
て

い
る
こ
と
と
、
醜

悪

さ
や
恥
辱
、
あ
る

い
は
犯
罪
が
「
重
力
」

に
従

っ
て

い
る
こ
と
と
の
差
異

は
、
い

っ
た

い
何
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ

は
、
芸
術
家

な
い
し
行
為
主
体
と
、

作
品
な
い
し
行
為
を
観
照
す
る
人
々
の
心
の
う
ち
に
美

の
感
情
が
溢
れ
出

る

か
否

か
で
あ

る
。
善
が
美
と
し
て
表
象

さ
れ

る
こ
と

を
通
し
て
、
ギ
リ

シ
ア

の
彫
像
は
、
プ
ラ

ト
ン
『
国
家
』
に
お
け

る
義
人
が
重
力

に
従

っ
て
い
る
こ

と
へ
と
敷
衍

さ
れ

る
。
同
様
に
、
詩

の
定
型

は
、
も
し
も
作
者
と
読
者
の
心

の
う
ち
に
美
の
感
情
が
溢
れ
出
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
言
葉
の
束
縛
で
し
か
な

い
で
あ
ろ
う
。
だ
が
こ
の
鎖
に
つ
な
が
れ
た
言
葉
が
、
も
し
も
、
美
の
感
情

を
介
し
て
、
沈
黙
と
イ

メ
ー
ジ
を
開
示
す

る
の
な
ら
ば
、
そ
れ
ら
は
読
者
の

心
の
う
ち

に
、
普
遍
妥
当
的
な
人
間

の
自
然
性

を
喚
起
す

る
。
こ
う
し
て

わ

た
し

た
ち

は
、
倫
理

学
に
お
い
て
肉
感
す
る
の
が
き

わ
め
て
難
し
い
、
義
務

を
直
観
と
し
て
、
芸

術
創
造
の
直
中
に
お
い
て

、
捉
え

直
す
こ
と
が
で
き
る

の
で
あ

る
。

結

び

に

か
え

て

「
内

在
的
超
越
」

の
有
り
様
を
、
「
表
現
」

と
し
て
捉
え

た
の
は
、
西

田
の

哲
学
思
想

の
大
き

な
特
徴
で
あ
る
。
こ
の
「
表
現
」

を
、
労
働
を
そ
の
背
後

に
も

つ
芸
術
と
し
て

捉
え

た
ヴ
ェ
イ
ユ
の
思
想

を
重
ね
合
わ
せ
る
と
、
「
表

現
」
を
、
わ
た
し
た
ち
自
身
の
生
の
創
造
と
し
て
、
い
っ
そ
う
ヴ
ィ
ヴ
ィ
ッ
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ド

に
捉
え
直
す
こ
と
が
で
き
よ

う
。

ヴ

ェ
イ

ユ
の

『
カ
イ

エ

第
一
巻
』
所
収

の
一
九
三
五
年
以

前
の
思
索

ノ

―
ト
や
西
田
の

『
善
の
研
究
』
で
語
ら
れ
て

い
る
こ
と

は
、
今
や

、
文

字
の

上
で
は
、
あ
ま
り

に
自
明

な
こ
と

、
あ
ま
り

に
当

た
り
前

の
こ
と

と
し
て

扱

わ
れ
て
い
る
。
だ
が
、

い
ざ
そ
れ

が
、
生
き
ら
れ
、
感
じ
ら
れ
て

い
る
か
、

と
問
う
な
ら
ば
、
大
き
な
疑
問
が

残
る
で
あ
ろ
う
。
自
分
自
身
と

、
世
界

と

の
「
つ
な
が
り
」
を
失

っ
て
し
ま

う
有
り
様

は
、
一
九
三
〇
年
代

前
半

～
一

九
四
〇

年
代
後
半
よ
り
も
、
む
し
ろ
、
現
代
の
ほ
う
が

い
っ
そ
う
深
刻

な
問

題
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。

現
代
思
想
に
お
い
て
、
「
様

々
な

る
哲
学
」
が
跋
扈
し
て

い
る
が
、
「
様

々

な
る
哲
学
」

は
存
在
し

な
い
。
「
芸
術
は
永
し
、
人

生
は
短
し
」

の
み
な
ら

ず

、
「
哲
学
は
永
し

、
人
生

は
短
し
」
で
あ

る
な
ら

ば
、
そ
の
有

り
様

は
、

「
魂
を
向
き

か
え

る
こ
と
」

に
よ

る
存
在
の
位
相

の
転
換
で
し

か
あ
り
え

な

い
。ヴ

ェ
イ
ユ
と
西

田
が
、
社
会
的
実
践
な

い
し
宗
教
的
実
践
の
み

な
ら
ず

、

そ
れ
ぞ
れ
、
身
体
と
不

可
分
で
あ

る
「
苦
悩
」
と
「
悲
哀
」
の
直
中

に
お
い

て

、
詩

歌
の
創

作
へ
と

傾
倒

し
て

ゆ

く
有
り
様

は
、
内

在
と
超

越
が

「
表

現
」
と
し
て
湧

出
す
る
こ
と
の
証
左

に
な
ろ
う
。
そ
し
て
、
こ

の
「
表
現
」

が
、
か
れ
ら
の
哲
学
に
伴
走
す

る
こ
と

に
よ

っ
て
、
か
れ
ら
の
哲
学

に
お
け

る
「
批
判

」
の
有
り
様
は
、
よ
り

い
っ
そ
う
先
鋭
化
さ
れ
て

い
っ
た
の
で

あ

る
。

略
記
号

◆

シ

モ

―

ヌ

ー

ヴ

ェ

イ

ユ

の

著

作

（

Ｅ

ｕ

ｖ

ｒ
ｅ
ｓ

　
ｃ
ｏ
ｍ

ｐ

ｌｅ

ｔｅ
ｓ

　
ｄ
ｅ

　
Ｓ

ｉｍ

ｏ
ｎ

ｅ

　
Ｗ

ｅ

ｉｌ

○

Ｃ

Ｉ
:
　
Ｐ

ｒ
ｅ
ｍ

ｉ
ｅ
ｒ
ｓ

　
ｅ
ｃ
ｒ

ｉ
ｔ
ｓ

　ｐ

ｈ

ｉ
ｌｏ
ｓ
ｏ
ｐ

ｈ

ｉｑ

ｕ
ｅ
ｓ

，
　
Ｐ

ａ
ｒ

ｉｓ
,
　

Ｇ

ａ

ｌ
ｌ
ｉｍ

ａ

ｒ
ｄ

，
　
１

９
８

８
.

ｏ

Ｃ

Ｖ

Ｉ
-
２
:
　

Ｃ
ａ

ｈ

ｉｅ
ｒ
ｓ

　

Ｉ
Ｉ

　
（
ｓ
ｅ
ｐ

ｔｅ
ｍ

ｂ
ｒ
ｅ

　

１
９

４

１
-
ｆ
ｅ
ｖ
ｒ

ｉｅ

ｒ

　

１
９

４

２

）
，

　

Ｐ

ａ
ｒ

ｉｓ
,
　

Ｇ

ａ

ｌ
ｌ
ｉ
-

∃

ａ

ｒ

ｄ

，
　

１
９

９
７
.

ｏ

Ｃ

Ｖ

Ｉ
-
３

：
　

Ｃ
ａ

ｈ

ｉｅ

ｒ
ｓ

　

Ｉ
Ｉ
Ｉ

　
（
ｆ
ｅ
ｖ
ｒ

ｉｅ
ｒ

　

１
９

４

２
-

ｊ
ｕ

ｉｎ

　

１
９

４

２

）
，

　

Ｐ

ａ
ｒ

ｉｓ
,
　

Ｇ

ａ

ｌ
ｌ
ｉｍ

ａ
ｒ

ｄ
,

２

０
０

２

．

Ｉ
Ｐ

：
　
Ｉ
ｎ

ｔ
ｕ

ｉ
ｔ
ｏ
ｎ

ｓ

　ｐ

ｒ
ｅ
-

ｃ
ｈ
ｒ
ｅ

ｔ
ｉｅ
ｎ
ｎ

ｅ
ｓ

，
　
Ｐ
ａ

ｒ

ｉｓ

，
　
Ｆ

ａ

ｙ

ａ

ｒ
ｄ

， 　

１
９

８
５
.

◆

西

田

幾

多

郎

の

著

作

N
-
1
：
『
西
田
幾
多
郎
全
集
第
一
巻
』
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
三
年

N
-
9
：
『
西
田
幾
多
郎
全
集
第
九
巻
』
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
四
年

（

１

）
　

こ

の

点

に

つ

い

て

は

、

以

前

論

じ

た

こ

と

が

あ

る

。

拙

稿

「

美

と

神

秘

と

自

由

の

連

関

に

つ

い

て

―

シ

モ

―

ヌ

・

ヴ

ェ

イ

ユ

と

西

田

幾

多

郎

―

」

（
『

比

較

思

想

研

究

第

二

六

号

』

比

較

思

想

学

会

、

一

九

九

九

年

）

。

（

２

）
　

詳

細

な

注

の

つ

い

た

『

カ

イ

エ

』

全

四

巻

［
（
Ｅ

ｕ

ｖ
ｒ
ｅ
ｓ

　
ｃ
ｏ
ｍ

ｐ

ｌｅ
ｔ
ｅ
ｓ

　
ｄ
ｅ

　

Ｓ

ｉ
-

ｍ

ｏ
ｎ

ｅ

　

Ｗ

ｅ

ｉ
ｌ

，
　

Ｃ
ａ

ｈ

ｉｅ

ｒ
ｓ

　

Ｉ
~

Ｃ

ａ

ｈ
ｉ
ｅ
ｒ
ｓ

　

Ｉ
Ｖ

「

　

Ｐ
ａ

ｒ

ｉｓ
,
　

Ｇ

ａ

ｌ
ｌ
ｉｍ

ａ

ｒ
ｄ
,

　

１
９
９

４
-

２
０

０

６

］

刊

行

さ

れ

て

い

る

。

（
３
）
　
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
,
　
Ｓ
.
　
１
７
〔
カ
ン
ト
『
判
断
力
批
判
』
第

一

七

節

〕

（

４

）
　

Ｓ

ｉ
ｍ

ｏ
ｎ

ｅ

　

Ｗ

ｅ

ｉ
ｌ
, 

”
」

，ｌ
ｌ
ｉａ

ｄ
ｅ

　
ｏ
ｕ

　

ｌｅ

　
ｐ

ｏ
ｅ

ｍ

ｅ

　
ｄ
ｅ

　

ｌａ

　

ｆ
ｏ
ｒ
ｃ
ｅ

”
　

［

「

『

イ

―

リ

ア

ス

』

あ

る

い

は

力

の

詩

篇

」

］

ｉｎ

　
（
Ｅ

ｕ
ｖ

ｒ
ｅ
ｓ

　
ｃ
ｏ
ｍ

ｐ

ｌｅ

ｔｅ
ｓ

　

ｄ
ｅ

　
Ｓ

ｉｍ

ｏ

ｎ
ｅ

Ｗ

ｅ
ｉ
ｌ
　

ｖ

ｏ

ｌ
． 　

Ｉ
Ｉ
-
３

，
　

Ｅ

ｃ
ｒ

ｉ
ｔ
ｓ

　

ｈ
ｉｓ

ｔ
ｏ
ｒ

ｉｑ

ｕ
ｅ
ｓ

　

ｅ
ｔ

　
ｐ

ｏ

ｌ
ｉ
ｔ
ｉ
ｑ
ｕ

ｅ
ｓ
.
　

Ｖ
ｅ

ｒ
ｓ

　

ｌａ

　
ｇ

ｕ
ｅ
ｒ

ｒ
ｅ

へ

１
９

３

７

卜

１
９

４

０

）
。

　
Ｐ

ａ
ｒｉ

ｓ
,
　
Ｇ

ａ

ｌ
ｌ
ｉｍ

ａ

ｒ
ｄ
,

　
１
９

８
９
,
　
ｐ

ｐ

． 　

２
２

７

―
２

５
３

．

（

い

ま

む

ら

・

じ

ゅ

ん

こ
　

哲

学

・

倫

理

学
　

慶

應

義

塾

大

学

非

常

勤

講

師

）
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