
 1

「

語

り

え

ぬ

も

の

を

語

る

」

を

読

ん

で

 

 

１

 

は

じ

め

に

 

 

【

は

じ

め

に

】

 

 

野

矢

が

「

語

り

え

ぬ

も

の

を

語

る

」

（

以

下

、

「

語

る

」

と

い

う

。

）

に

お

い

て

行

っ

て

い

る

議

論

は

、

ま

る

で

繊

細

な

糸

の

よ

う

だ

。

 

 

野

矢

は

、

多

分

意

図

的

に

、

そ

の

糸

を

束

ね

ず

に

、

そ

の

繊

細

な

ま

ま

キ

ャ

ン

バ

ス

に

敷

き

詰

め

、

絵

画

の

よ

う

に

仕

上

げ

よ

う

と

し

て

い

る

。

糸

が

１

本

に

ま

と

ま

っ

て

し

ま

う

こ

と

で

、

糸

本

来

の

繊

細

な

美

し

さ

を

失

わ

せ

て

し

ま

う

こ

と

を

恐

れ

て

い

る

か

の

よ

う

だ

。

 

 

「

あ

え

て

束

ね

な

い

」

こ

れ

が

野

矢

が

あ

と

が

き

で

「

哲

学

的

風

景

を

と

も

に

見

て

も

ら

う

」

と

表

現

し

て

い

る

ス

タ

ン

ス

な

の

で

は

な

い

か

。

 

 

し

か

し

、

私

は

、

あ

え

て

、

私

な

り

に

こ

の

糸

の

う

ち

の

何

本

か

を

キ

ャ

ン

バ

ス

か

ら

剥

が

し

、

束

ね

て

み

た

い

。

 

 

多

分

、

野

矢

も

、

そ

の

よ

う

な

姿

勢

を

読

者

に

期

待

し

て

い

る

の

で

は

な

い

か

と

思

い

つ

つ

。

 

 

【

論

理

空

間

と

行

為

空

間

】

 

 

こ

の

本

か

ら

、

論

理

空

間

と

行

為

空

間

の

議

論

を

中

心

に

、

い

く

つ

か

の

糸

を

取

り

出

し

、

束

ね

る

こ

と

に

す

る

。

 

 

ま

ず

、

「

論

理

空

間

」

に

つ

い

て

で

あ

る

が

、

こ

の

概

念

は

「

語

る

」

の

第

１

回

か

ら

登

場

す

る

。

 

（

な

お

、

こ

の

文

章

で

は

、

「

概

念

」

と

い

う

言

葉

を

、

現

実

に

書

き

留

め

ら

れ

た

文

字

列

の

よ

う

な

意

味

で

使

っ

た

り

、

頭

の

中

に

イ

メ

ー

ジ

し

た

ア

イ

デ

ィ

ア

の

よ

う

な

意

味

で

使

っ

た

り

、

と

、

あ

ま

り

、

明

確

な

意

味

合

い

で

使

う

こ

と

が

で

き

て

い

な

い

。

他

に

も

そ

の

よ

う

な

不

正

確

な

言

葉

が

あ

る

か

も

し

れ

な

い

が

ご

容

赦

い

た

だ

き

た

い

。

）

 

 

「

語

る

」

に

お

け

る

「

論

理

空

間

」

と

は

、

ウ

ィ

ト

ゲ

ン

シ

ュ

タ

イ

ン

の

論

理

哲

学

論

考

に

沿

っ

た

も

の

で

、

可

能

な

事

実

の

総

体

、

最

も

広

い

意

味

で

の

可

能

性

で

あ

る

論

理

的

可

能

性

の

総

体

の

こ

と

で

あ

る

。

 

 

一

方

で

、

「

行

為

空

間

」

に

つ

い

て

は

か

な

り

進

み

、

第

１

１

回

Ｐ

．

１

８

３

に

お

い

て

、

そ

れ

ま

で

議

論

の

中

心

と

な

っ

て

い

た

「

相

対

主

義

」

と

バ

ト

ン

タ

ッ

チ

す

る

よ

う

に

初

登

場

す

る

。

 

「

行

為

空

間

」

の

導

入

ま

で

の

経

緯

は

こ

う

だ

。

ま

ず

、

「

行

為

空

間

」

が

導

入

さ

れ

る

直

前

の

第

１

０

回

で

、

ネ

ル

ソ

ン

・

グ

ッ

ド

マ

ン

が

考

案

し

た

グ

ル

ー

概

念

が

紹

介

さ

れ

、

グ

ル

ー

概

念

は

、

ブ

ル

ー

や

グ

リ

ー

ン

と

い

っ

た

用

語

を

用

い

た

定

義

が

可

能

な

の

で

、

翻

訳

可

能

で

あ

る

が

、

体

が

つ

い

て

い

か

ず

、

理

解

不

可

能

な

概

念

だ

と

し

て

い

る

。

そ

し

て

、

第

１

１

回

に

入

り

、

グ

ル

ー

概

念

は

、

翻

訳

可

能

で

あ

る

こ

と

か

ら

論

理

空

間

に

含

ま

れ

る

概

念

で

は

あ

る

が

、

グ

ッ

ド

マ

ン

に

言

わ

れ

な

け

れ

ば

思

い

つ

き

も

し

な

か

っ

た

、

実

際

に

は

一

顧

だ

に

さ

れ

な

か

っ

た

概

念

で

あ

り

、

グ

ル

ー

概

念

は

所

有

し

て

い

な

い

概

念

で

あ

る

と

し

て

い

る

。

そ

し

て

、

所

有

し

て

い

な

い

概

念

を

使

用

す

る

可

能

性

は

「

死

ん

だ

可

能

性

」

だ

と

し

て

い

る

。

他

に

も

、

「

死

ん

だ

可

能

性

」

と

し

て

、

隕

石

が

落

ち

る

と

い

う

よ

う

な

習

慣

に

よ

っ

て

無

視

さ

れ

る

可

能

性

、

お

札

が

勝

手

に

増

え

る

と

い

う

よ

う

な

世

界

像

・

探

求

の

論

理

（

指

針

）

に

対

す

る

疑

い

が

挙

げ

ら

れ

て

い

る

。

一

方

、

私

（

野

矢

）

の

行

為

に

関

わ

る

可

能

性

は

「

生

き

た

可

能

性

」

で

あ

り

、

「

論

理

空

間

の

中

で

生

き

た

可

能

性

に

よ

っ

て

作

ら

れ

る

部

分

空

間

を

行

為

空

間

と

呼

ぶ

」

と

し

て

い

る

。

Ｐ

．

２

０

９

で

は

、

そ

の

こ

と

を

ま

と

め

て

「

行

為

空

間

は

、

①

概

念

所

有

、

②

習

慣

に

よ

る

囲

い

込

み

、

③

世

界

像

、

と

い

う

三

つ

の

観

点

か

ら

制

限

を

加

え

ら

れ

た

論

理

空

間

の

部

分

で

あ

る

。

」

と

述

べ

て

い

る

。

 

 



 2

２
 

平

面

か

ら

立

体

に

 

 

【

行

為

空

間

の

内

外

の

否

定

】

 

 

先

ほ

ど

紹

介

し

た

よ

う

に

、

野

矢

は

、
「

論

理

空

間

の

～

部

分

空

間

を

行

為

空

間

と

呼

ぶ

」

と

し

て

い

る

。

こ

の

イ

メ

ー

ジ

は

、

こ

の

本

全

体

を

通

じ

て

変

わ

ら

な

い

。

 

 

た

だ

し

、

１

箇

所

だ

け

、

そ

の

こ

と

を

否

定

し

て

い

る

部

分

が

あ

る

。

第

１

１

回

注

２

Ｐ

．

１

９

５

に

お

い

て

、

 

「

～

行

為

空

間

は

論

理

空

間

の

「

部

分

空

間

」

で

あ

る

と

書

い

て

し

ま

っ

た

が

、

行

為

空

間

の

内

と

外

を

分

け

る

明

確

な

境

界

は

存

在

し

な

い

～

。

む

し

ろ

論

理

空

間

の

中

に

概

念

所

有

の

「

パ

ー

ス

ペ

ク

テ

ィ

ブ

」

が

あ

る

と

言

っ

た

方

が

よ

い

か

も

し

れ

な

い

。

～

論

理

的

可

能

性

の

中

に

は

、

私

に

身

近

で

、

私

が

ふ

だ

ん

つ

か

い

こ

な

し

て

い

る

概

念

か

ら

、

も

っ

と

疎

遠

で

浅

い

理

解

し

か

持

っ

て

い

な

い

概

念

、

さ

ら

に

は

グ

ル

ー

の

よ

う

に

ま

っ

た

く

死

ん

で

い

る

概

念

ま

で

、

私

に

と

っ

て

の

「

近

さ

－

遠

さ

」

が

あ

る

。

こ

の

よ

う

に

段

階

的

に

裾

野

を

ひ

ら

い

た

も

の

、

そ

れ

が

行

為

空

間

に

ほ

か

な

ら

な

い

。

」

と

述

べ

て

い

る

部

分

だ

。

 

 

私

は

、

こ

の

箇

所

を

読

む

ま

で

は

、

行

為

空

間

は

論

理

空

間

の

部

分

空

間

と

い

う

こ

と

な

の

で

、

な

ん

と

な

く

、

目

玉

焼

き

の

よ

う

な

も

の

を

想

像

し

て

、

黄

身

が

行

為

空

間

、

白

身

が

論

理

空

間

、

と

い

う

よ

う

な

感

じ

で

受

け

取

っ

て

い

た

。

し

か

し

、

そ

う

で

は

な

い

。

論

理

空

間

と

行

為

空

間

の

関

係

と

は

、

目

玉

焼

き

の

よ

う

に

２

分

で

き

る

よ

う

な

も

の

で

は

な

く

、

明

確

な

境

界

は

な

く

、

段

階

的

に

行

為

空

間

で

は

な

く

な

っ

て

い

く

よ

う

な

イ

メ

ー

ジ

と

い

う

こ

と

だ

。

 

 

た

だ

、

「

語

る

」

に

お

い

て

は

、

こ

の

注

は

重

視

さ

れ

ず

、

そ

の

後

の

文

章

で

も

行

為

空

間

の

内

外

と

い

う

議

論

は

続

い

て

い

く

。

こ

の

箇

所

は

、

ち

ょ

っ

と

し

た

萌

芽

の

よ

う

な

も

の

に

と

ど

ま

っ

て

い

る

よ

う

だ

。

 

 

私

は

、

こ

の

萌

芽

、

つ

ま

り

行

為

空

間

の

内

と

外

を

分

け

る

明

確

な

境

界

は

存

在

し

な

い

と

い

う

こ

と

に

こ

だ

わ

っ

て

み

た

い

。

 

 

こ

の

議

論

を

発

展

さ

せ

て

い

く

に

あ

た

っ

て

、

ま

ず

考

え

た

い

の

が

、

グ

ル

ー

概

念

は

行

為

空

間

の

「

外

」

の

概

念

、

野

矢

に

言

わ

せ

れ

ば

、

「

ま

っ

た

く

死

ん

で

い

る

概

念

」

な

の

か

ど

う

か

だ

。

（

野

矢

の

「

ま

っ

た

く

」

死

ん

で

い

る

と

い

う

表

現

は

、

行

為

空

間

の

「

外

」

、

と

い

う

意

味

と

同

義

だ

と

思

わ

れ

る

。

同

義

だ

か

ら

こ

そ

、

そ

の

後

も

行

為

空

間

の

内

外

と

い

う

議

論

を

続

け

る

こ

と

が

で

き

る

の

だ

ろ

う

。

野

矢

と

し

て

は

、

行

為

空

間

の

境

界

上

の

微

妙

な

概

念

は

色

々

あ

る

け

れ

ど

、

さ

す

が

に

グ

ル

ー

概

念

は

行

為

空

間

の

外

だ

、

と

い

う

こ

と

な

の

で

あ

ろ

う

。

）

 

 

私

は

そ

こ

に

疑

問

を

感

じ

る

。

段

階

的

に

裾

野

を

ひ

ら

き

、

明

確

な

境

界

が

な

い

も

の

で

あ

る

行

為

空

間

が

、

行

為

空

間

で

な

く

な

っ

て

し

ま

う

こ

と

な

ん

て

あ

る

の

だ

ろ

う

か

。

 

 

こ

こ

で

、

富

士

山

が

行

為

空

間

と

例

え

よ

う

。

富

士

山

は

段

階

的

に

裾

野

を

ひ

ら

い

た

も

の

と

し

て

の

行

為

空

間

の

イ

メ

ー

ジ

に

は

合

致

す

る

だ

ろ

う

。

そ

し

て

、

本

州

全

体

が

論

理

空

間

と

し

よ

う

。

 

 

そ

う

す

る

と

、

富

士

山

の

頂

上

が

「

み

か

ん

」

の

よ

う

な

慣

れ

親

し

ん

だ

概

念

で

、

富

士

山

の

５

合

目

あ

た

り

は

「

イ

ン

ブ

リ

ー

ド

」

の

よ

う

な

名

前

と

簡

単

な

意

味

く

ら

い

は

知

っ

て

い

る

概

念

と

い

う

感

じ

だ

ろ

う

か

。

そ

れ

ら

は

、

明

ら

か

に

富

士

山

（

つ

ま

り

行

為

空

間

）

に

あ

る

。

 

 

も

う

少

し

遠

ざ

か

っ

て

、

青

木

ヶ

原

樹

海

の

あ

た

り

は

ど

う

だ

ろ

う

。

富

士

山

に

あ

る

と

言

う

人

も

い

る

か

も

し

れ

な

い

し

、

も

う

富

士

山

じ

ゃ

な

い

と

い

う

人

も

い

る

か

も

し

れ

な

い

。

 

 

御

殿

場

の

あ

た

り

は

ど

う

だ

ろ

う

。

私

と

し

て

は

富

士

山

と

い

う

感

じ

は

し

な

い

が

、

人

に

よ

っ

て

は

、

富

士

山

と

い

う

人

が

い

る

か

も

し

れ

な

い

。

 

 

で

は

名

古

屋

だ

と

ど

う

だ

ろ

う

か

、

な

ど

と

遠

ざ

か

る

に

つ

れ

、

徐

々

に

富

士

山

性

（

行

為

空

間

性

）

は

失

わ

れ

、

最

後

に

は

、

少

な

く

と

も

鳥

取

あ

た

り

に

行

っ

た

時

に

は

、

そ

こ

が

富

士

山

だ

と

い

う

人

は

い

な

く

な

り

、

行

為

空

間

で

は

な

く

な

る

。
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そ

し

て

、

野

矢

は

、

多

分

、

鳥

取

の

あ

た

り

に

グ

ル

ー

概

念

が

あ

る

と

考

え

て

い

る

の

だ

ろ

う

。

 

 

そ

こ

で

私

は

、

本

当

に

鳥

取

は

富

士

山

で

な

い

の

か

、

と

い

う

疑

問

を

持

ち

出

し

た

い

。

 

 

本

物

の

本

州

に

は

富

士

山

で

な

い

も

の

は

た

く

さ

ん

あ

る

。

鳥

取

砂

丘

も

あ

る

。

そ

う

す

る

と

、

確

か

に

そ

こ

は

富

士

山

で

は

な

く

鳥

取

砂

丘

だ

、

と

言

え

る

。

し

か

し

、

こ

の

喩

え

の

元

と

な

っ

た

、

論

理

空

間

、

行

為

空

間

の

議

論

に

お

い

て

は

、

論

理

空

間

に

は

行

為

空

間

し

か

な

い

。

こ

こ

は

行

為

空

間

で

は

な

い

何

か

だ

、

な

ん

て

言

う

こ

と

は

で

き

な

い

。

そ

う

考

え

る

と

、

富

士

山

の

遥

か

遠

く

に

も

富

士

山

性

は

行

き

渡

っ

て

い

る

の

で

は

な

い

か

。

こ

こ

か

ら

先

は

富

士

山

で

は

な

い

、

こ

こ

か

ら

先

は

行

為

空

間

に

な

い

、

な

ん

て

言

う

こ

と

は

で

き

な

い

の

で

は

な

い

か

。

鳥

取

も

富

士

山

な

の

で

は

な

い

か

、

と

私

は

考

え

る

。

 

 

言

い

方

を

変

え

て

み

る

。

 

 

富

士

山

の

た

と

え

話

で

は

な

く

、

グ

ル

ー

概

念

が

行

為

空

間

に

な

い

の

か

ど

う

か

と

い

う

観

点

で

直

接

的

に

考

え

て

み

よ

う

。

 

 

ま

ず

、

こ

の

本

に

お

け

る

グ

ル

ー

概

念

の

話

を

振

り

返

っ

て

み

る

。

 

 

野

矢

は

、

第

１

０

回

で

、

ネ

ル

ソ

ン

・

グ

ッ

ド

マ

ン

が

考

案

し

た

「

グ

ル

ー

」

概

念

を

紹

介

し

、

ブ

ル

ー

や

グ

リ

ー

ン

と

い

っ

た

概

念

と

比

べ

、

グ

ル

ー

は

囲

い

込

ま

れ

て

い

な

い

と

し

て

い

る

。

そ

こ

か

ら

、

グ

ル

ー

概

念

は

、

頭

で

は

理

解

で

き

る

が

、

い

わ

ば

体

が

つ

い

て

い

か

ず

、

翻

訳

可

能

だ

が

理

解

不

可

能

な

概

念

だ

と

し

て

い

る

。

そ

し

て

、

理

解

不

可

能

だ

か

ら

グ

ル

ー

概

念

は

行

為

空

間

に

な

い

、

と

い

う

こ

と

に

な

る

。

 

 

し

か

し

、

本

当

に

グ

ル

ー

と

は

体

が

つ

い

て

い

か

な

い

概

念

な

の

だ

ろ

う

か

。

確

か

に

、

日

頃

、

目

に

し

た

新

緑

の

色

を

表

現

す

る

と

き

に

グ

ル

ー

だ

、

と

は

言

わ

な

い

。

グ

ル

ー

概

念

は

用

い

な

い

。

し

か

し

、

哲

学

に

関

わ

っ

て

い

る

人

に

と

っ

て

、

グ

ル

ー

と

い

う

の

は

決

し

て

全

く

新

し

い

概

念

で

は

な

い

。

グ

ル

ー

と

言

わ

れ

れ

ば

、

あ

あ

、

あ

れ

ね

、

と

思

う

だ

ろ

う

。

哲

学

的

な

話

を

す

る

場

面

で

は

、

グ

ル

ー

概

念

は

決

し

て

体

が

つ

い

て

い

か

な

い

概

念

で

は

な

い

。

新

緑

の

色

を

表

現

す

る

こ

と

と

哲

学

的

な

話

を

す

る

こ

と

が

、

同

じ

実

生

活

に

お

け

る

一

場

面

で

あ

る

な

ら

ば

、

グ

ル

ー

概

念

は

明

ら

か

に

囲

い

込

ま

れ

て

い

る

。

そ

の

他

の

類

似

の

概

念

、

例

え

ば

、

あ

る

時

点

ま

で

は

イ

エ

ロ

ー

、

あ

る

時

点

か

ら

は

レ

ッ

ド

で

あ

る

色

「

イ

エ

ッ

ド

」

と

い

う

（

私

が

今

考

え

た

）

概

念

よ

り

は

、

グ

ル

ー

の

方

が

な

じ

み

が

あ

り

、

囲

い

込

ま

れ

て

い

る

。

と

す

る

な

ら

ば

、

グ

ル

ー

は

（

哲

学

的

議

論

と

い

う

）

行

為

空

間

に

あ

る

概

念

と

考

え

る

べ

き

で

は

な

い

だ

ろ

う

か

。

グ

ル

ー

概

念

が

囲

い

込

ま

れ

て

い

な

い

と

判

断

し

た

の

は

、

つ

ま

り

は

、

概

念

の

使

用

は

日

常

生

活

で

の

場

面

に

お

け

る

使

用

の

み

を

指

し

、

哲

学

的

な

場

面

に

お

け

る

使

用

は

含

ま

れ

な

い

と

い

う

限

定

が

あ

っ

た

か

ら

に

過

ぎ

な

い

の

で

は

な

い

だ

ろ

う

か

。

 

（

本

当

は

、

更

に

述

べ

た

い

こ

と

が

あ

る

が

、

第

３

部

で

述

べ

る

こ

と

と

す

る

。

）

 

 

以

上

の

議

論

を

踏

ま

え

れ

ば

、

論

理

空

間

の

部

分

空

間

が

行

為

空

間

と

い

う

言

い

方

で

は

な

く

、

「

論

理

空

間

の

す

べ

て

が

行

為

空

間

で

あ

る

」

、

と

す

る

方

が

適

当

で

あ

ろ

う

。

 

 

【

脱

線

：

相

貌

＝

概

念

と

い

う

副

産

物

】

 

 

「

論

理

空

間

の

す

べ

て

が

行

為

空

間

で

あ

る

」

と

す

る

こ

と

で

、

「

語

る

」

に

お

い

て

用

い

ら

れ

て

い

る

重

要

な

用

語

の

ひ

と

つ

で

あ

る

「

相

貌

」

の

位

置

づ

け

を

再

整

理

で

き

る

。

 

 

相

貌

概

念

は

、

第

７

回

Ｐ

．

１

０

８

に

お

い

て

「

わ

れ

わ

れ

が

認

識

し

、

語

り

出

す

す

べ

て

は

、

相

貌

を

も

っ

て

い

る

」

と

し

て

導

入

さ

れ

る

。

 

 

「

語

る

」

に

お

け

る

相

貌

論

に

つ

い

て

、

「

行

為

空

間

」

と

い

う

観

点

か

ら

見

て

み

よ

う

。

 

 

相

貌

と

行

為

空

間

と

の

関

係

に

つ

い

て

直

接

言

及

し

て

い

る

部

分

は

な

い

が

、

第

７

回

Ｐ

．

１

０

９

で

「

わ

れ

わ

れ

に

と

っ

て

は

、

一

匹

の

猫

は

ど

う

し

た

っ

て

一

匹

の

猫

と

し

て

の

相

貌

を

持

っ

て

い

る

。

～

そ

れ

は

す

な

わ

ち

、

わ

れ

わ

れ

が

そ

の

分

類

を

引

き

受

け

、

い

わ

ば

そ

の

概

念

を

生

き

て

い

る

か

ら

で

あ

る

。

概

念

を

変

え

る

と

い

う

こ

と

は

、

生

き

方

を

変

え

る

こ

と

な

の

で

あ

る

。

」

と

し

て

い

る

。

こ

の

「

生

き

方

」

が

、
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猫

概

念

が

「

行

為

空

間

」

に

あ

る

と

い

う

こ

と

を

指

す

の

で

は

な

い

だ

ろ

う

か

。

 

 

ま

た

、

第

８

回

Ｐ

．

１

２

９

で

「

「

観

点

α

か

ら

は

Ａ

の

相

貌

が

立

ち

現

れ

る

」

と

い

う

こ

と

が

分

か

る

の

は

、

観

点

α

に

実

際

に

立

っ

て

い

る

者

だ

け

で

し

か

な

い

。

～

相

貌

は

「

内

側

か

ら

」

の

み

把

握

さ

れ

る

」

と

述

べ

て

い

る

。

こ

れ

は

、

あ

る

生

き

方

に

あ

る

と

い

う

立

場

の

内

側

か

ら

相

貌

と

し

て

把

握

さ

れ

た

概

念

が

「

行

為

空

間

」

に

あ

る

概

念

で

あ

る

、

と

い

う

こ

と

を

指

す

の

だ

ろ

う

。

第

８

回

で

出

さ

れ

て

い

る

例

で

言

え

ば

、

イ

ワ

シ

の

頭

を

価

値

の

あ

る

も

の

と

し

て

み

な

す

生

き

方

を

す

る

と

い

う

こ

と

が

、

イ

ワ

シ

の

頭

を

価

値

の

あ

る

も

の

と

し

て

「

行

為

空

間

」

に

捉

え

て

い

る

と

い

う

こ

と

な

の

で

は

な

い

だ

ろ

う

か

。

 

 

つ

ま

り

、

野

矢

が

行

為

空

間

に

な

い

代

表

例

と

し

て

挙

げ

て

い

る

グ

ル

ー

概

念

に

に

つ

い

て

Ｐ

．

２

５

３

で

「

わ

れ

わ

れ

の

行

為

空

間

に

は

グ

ル

ー

の

相

貌

は

存

在

し

な

い

。

」

と

述

べ

て

い

る

と

お

り

、

相

貌

は

行

為

空

間

に

現

れ

る

と

い

う

こ

と

に

な

る

。

 

 

し

か

し

、

先

ほ

ど

「

論

理

空

間

の

す

べ

て

が

行

為

空

間

で

あ

る

」

と

し

た

こ

と

か

ら

、

相

貌

は

論

理

空

間

に

位

置

づ

け

ら

れ

る

こ

と

に

な

る

。

そ

う

す

る

と

、

グ

ル

ー

概

念

に

も

相

貌

は

あ

り

、

す

べ

て

の

概

念

に

相

貌

が

あ

る

と

い

う

こ

と

に

な

る

。

 

 

つ

ま

り

は

、

概

念

と

言

っ

た

と

き

、

そ

れ

は

相

貌

と

言

い

換

え

て

も

い

い

。

相

貌

＝

概

念

 

と

言

っ

て

も

い

い

だ

ろ

う

。

こ

の

よ

う

に

、

相

貌

を

よ

り

簡

素

な

構

図

に

位

置

づ

け

ら

れ

る

と

い

う

の

は

、

副

産

物

で

は

あ

る

が

、

成

果

だ

。

 

（

冒

頭

近

く

で

、

「

概

念

」

と

い

う

言

葉

を

、

明

確

な

意

味

合

い

で

使

う

こ

と

が

で

き

て

い

な

い

。

他

に

も

そ

の

よ

う

な

不

正

確

な

言

葉

が

あ

る

か

も

し

れ

な

い

が

ご

容

赦

い

た

だ

き

た

い

。

と

弱

気

な

コ

メ

ン

ト

を

書

い

た

が

、

少

な

く

と

も

「

概

念

」

に

つ

い

て

は

撤

回

で

き

る

と

思

う

。

）

 

 

【

論

理

空

間

の

厚

み

】

 

 

議

論

を

先

に

進

め

る

。

 

 

私

は

、

「

論

理

空

間

の

す

べ

て

が

行

為

空

間

で

あ

る

」

と

し

た

。

 

 

で

は

、

野

矢

は

「

論

理

空

間

の

部

分

空

間

と

し

て

の

行

為

空

間

」

と

い

う

ア

イ

デ

ィ

ア

を

持

ち

出

す

こ

と

で

何

を

言

い

た

か

っ

た

の

か

。

 

 

野

矢

が

感

じ

た

こ

と

を

、

よ

り

し

っ

か

り

と

捉

え

て

表

現

す

れ

ば

、

論

理

空

間

に

行

為

空

間

の

内

外

と

い

う

２

つ

の

領

域

が

あ

る

か

の

よ

う

な

話

に

つ

な

げ

る

の

で

は

な

く

、

論

理

空

間

に

は

、

あ

き

ら

か

に

行

為

空

間

に

あ

る

と

言

う

べ

き

富

士

山

の

頂

上

の

よ

う

な

行

為

空

間

性

が

濃

い

（

厚

い

）

領

域

と

、

ほ

と

ん

ど

行

為

空

間

に

あ

る

と

は

言

え

な

い

よ

う

な

鳥

取

砂

丘

の

よ

う

な

行

為

空

間

性

が

薄

い

領

域

と

が

あ

る

、

と

言

う

べ

き

だ

っ

た

の

だ

ろ

う

。

 

 

つ

ま

り

、

論

理

空

間

に

は

行

為

空

間

性

と

し

て

の

濃

淡

、

ま

た

は

厚

み

が

あ

る

と

い

う

こ

と

だ

。

 

 

繰

り

返

し

に

な

る

が

、

野

矢

は

、

私

が

こ

だ

わ

っ

て

い

る

第

１

１

回

注

２

に

お

い

て

次

の

よ

う

に

言

っ

て

い

る

。

 

「

論

理

空

間

の

中

に

概

念

所

有

の

「

パ

ー

ス

ペ

ク

テ

ィ

ブ

」

が

あ

る

と

言

っ

た

方

が

よ

い

か

も

し

れ

な

い

。

～

論

理

的

可

能

性

の

中

に

は

、

私

に

身

近

で

、

私

が

ふ

だ

ん

つ

か

い

こ

な

し

て

い

る

概

念

か

ら

、

も

っ

と

疎

遠

で

浅

い

理

解

し

か

持

っ

て

い

な

い

概

念

、

さ

ら

に

は

グ

ル

ー

の

よ

う

に

ま

っ

た

く

死

ん

で

い

る

概

念

ま

で

、

私

に

と

っ

て

の

「

近

さ

－

遠

さ

」

が

あ

る

。

」

 

こ

れ

は

、

私

が

「

論

理

空

間

の

行

為

空

間

性

と

し

て

の

厚

み

」

と

言

っ

て

い

る

こ

と

の

別

の

表

現

だ

と

思

わ

れ

る

。

 

 

し

か

し

私

は

、

野

矢

の

こ

の

表

現

を

採

用

し

な

い

。

そ

れ

は

、

行

為

空

間

の

中

心

に

あ

る

「

私

」

と

い

う

余

計

な

も

の

が

入

り

込

ん

で

い

る

か

ら

だ

。

 

 

確

か

に

、

論

理

空

間

、

行

為

空

間

と

は

、

私

の

論

理

空

間

で

あ

り

、

私

の

行

為

空

間

で

あ

る

こ

と

か

ら

、
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「

私

」

と

論

理

空

間

、

行

為

空

間

と

の

関

係

性

に

つ

い

て

検

討

を

深

め

て

い

け

ば

、

そ

の

よ

う

な

結

論

に

至

る

の

か

も

し

れ

な

い

。

し

か

し

、

こ

の

文

章

は

「

私

」

に

つ

い

て

検

討

す

る

こ

と

が

テ

ー

マ

で

は

な

い

の

で

、

あ

え

て

、

「

私

」

を

中

心

に

し

た

綺

麗

な

円

錐

の

よ

う

な

か

た

ち

で

行

為

空

間

を

捉

え

る

必

要

は

な

く

、

そ

の

形

状

は

問

わ

ず

、

不

規

則

な

濃

淡

や

厚

み

の

よ

う

な

も

の

に

留

め

て

捉

え

る

ほ

う

が

よ

い

の

で

は

な

い

か

と

思

う

。

 

 

【

論

理

空

間

と

行

為

空

間

の

た

と

え

方

】

 

 

な

お

、

行

為

空

間

を

濃

淡

と

捉

え

る

か

、

厚

み

と

捉

え

る

か

だ

が

、

行

為

空

間

は

色

や

高

さ

で

は

な

い

の

で

、

い

ず

れ

に

し

て

も

、

た

と

え

話

と

な

ら

ざ

る

を

得

な

い

。

 

 

と

す

れ

ば

、

イ

メ

ー

ジ

し

や

す

い

の

で

あ

れ

ば

、

ど

ち

ら

で

も

い

い

と

い

う

こ

と

に

な

る

だ

ろ

う

が

、

こ

こ

か

ら

は

、

私

の

好

み

も

あ

る

が

、

今

後

の

話

に

つ

な

げ

る

た

め

に

、

行

為

空

間

性

を

論

理

空

間

の

「

厚

み

」

と

捉

え

る

こ

と

と

す

る

。

 

 

こ

こ

で

、

読

者

で

イ

メ

ー

ジ

を

共

有

し

て

い

な

い

と

い

け

な

い

の

で

、

補

足

説

明

す

る

。

 

 

私

は

論

理

空

間

に

厚

み

が

あ

る

と

言

っ

た

。

つ

ま

り

、

私

は

、

野

矢

の

論

理

空

間

を

２

次

元

の

方

眼

紙

の

よ

う

に

捉

え

、

そ

の

各

マ

ス

目

に

色

々

な

概

念

が

配

置

さ

れ

て

い

る

イ

メ

ー

ジ

を

持

っ

て

い

る

。

 

 

例

え

ば

、

右

に

２

マ

ス

目

、

上

に

３

マ

ス

目

に

は

リ

ン

ゴ

概

念

が

あ

り

、

右

に

３

マ

ス

目

、

上

に

５

マ

ス

目

に

は

ミ

カ

ン

概

念

が

あ

り

、

右

に

１

３

２

４

マ

ス

目

、

上

に

３

２

５

マ

ス

目

に

グ

ル

ー

概

念

が

あ

る

と

い

う

感

じ

だ

ろ

う

か

。

 

 

そ

し

て

、

私

は

、

そ

の

方

眼

紙

、

つ

ま

り

論

理

空

間

に

は

厚

み

が

あ

る

の

で

は

な

い

か

と

言

っ

て

い

る

。

リ

ン

ゴ

概

念

や

ミ

カ

ン

概

念

が

あ

る

と

こ

ろ

は

分

厚

く

て

、

グ

ル

ー

概

念

が

あ

る

と

こ

ろ

は

ペ

ラ

ペ

ラ

に

な

っ

て

い

る

。

そ

う

い

う

も

の

な

の

で

は

な

い

か

と

言

っ

て

い

る

。

 

 

そ

こ

で

私

は

、

確

か

私

が

通

っ

て

い

た

小

学

校

に

あ

っ

た

、

立

体

の

世

界

地

図

を

思

い

出

す

。

ヒ

マ

ラ

ヤ

の

と

こ

ろ

が

高

く

な

っ

て

い

て

、

日

本

海

溝

の

あ

た

り

が

低

く

な

っ

て

い

る

あ

れ

だ

。

（

他

の

学

校

に

も

あ

る

の

か

な

。

）

 

 

た

だ

、

論

理

空

間

は

ひ

と

つ

だ

、

と

い

う

こ

と

を

考

え

る

と

、

島

や

大

陸

が

た

く

さ

ん

あ

る

世

界

地

図

で

は

な

く

、

日

本

地

図

の

そ

れ

も

本

州

だ

け

の

立

体

地

図

の

よ

う

な

も

の

の

ほ

う

が

イ

メ

ー

ジ

に

合

う

。

 

 

と

に

か

く

、

そ

う

い

う

も

の

を

イ

メ

ー

ジ

し

て

読

み

進

め

て

も

ら

え

る

と

い

い

と

思

う

。

 

 

そ

し

て

、

野

矢

は

、

こ

の

厚

さ

を

表

現

す

る

た

め

に

、

地

図

に

等

高

線

を

描

く

よ

う

に

、

こ

の

立

体

地

図

を

切

断

し

て

し

ま

っ

た

の

だ

と

思

う

。

そ

う

す

れ

ば

、

断

面

が

地

図

の

部

分

空

間

と

な

る

。

こ

の

よ

う

な

、

不

完

全

な

厚

さ

の

捉

え

方

を

し

た

の

だ

と

思

う

。

 

 

た

だ

し

、

注

意

し

て

お

き

た

い

の

は

、

不

完

全

で

は

あ

る

が

、

野

矢

の

こ

の

捉

え

方

は

誤

り

で

は

な

い

と

い

う

こ

と

だ

。

私

は

、

今

後

も

、

場

面

に

応

じ

て

、

野

矢

の

行

為

空

間

と

し

て

、

こ

の

等

高

線

に

登

場

し

て

も

ら

い

た

い

と

思

っ

て

い

る

。

 

 

ま

た

、

も

う

ひ

と

つ

注

意

し

て

お

き

た

い

の

は

、

私

は

、

野

矢

の

「

行

為

空

間

」

を

「

行

為

空

間

性

」

と

読

み

替

え

た

が

、

そ

の

意

味

合

い

に

つ

い

て

は

、

今

述

べ

た

変

更

以

外

の

変

更

は

加

え

て

い

な

い

と

い

う

こ

と

だ

。

私

は

、

野

矢

が

「

行

為

空

間

」

に

つ

い

て

述

べ

た

こ

と

の

大

部

分

は

「

行

為

空

間

性

」

に

も

適

用

で

き

る

と

考

え

て

い

る

。

 

 

【

行

為

空

間

性

と

し

て

の

厚

み

：

典

型

的

な

物

語

】

 

 

そ

れ

で

は

、

論

理

空

間

の

行

為

空

間

性

と

し

て

の

厚

み

と

は

何

だ

ろ

う

か

。

 

 

野

矢

の

考

え

に

沿

え

ば

、

「

行

為

空

間

」

と

は

、

論

理

空

間

の

部

分

空

間

で

あ

る

。

論

理

空

間

が

可

能

な

事

実

の

総

体

だ

と

す

る

と

、

行

為

空

間

は

生

き

た

可

能

な

事

実

の

総

体

で

あ

る

。
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そ

し

て

、

事

実

と

は

諸

対

象

の

結

合

で

あ

る

こ

と

を

踏

ま

え

る

と

、

諸

対

象

の

可

能

な

生

き

た

結

合

が

「

行

為

空

間

」

で

あ

る

と

言

え

る

だ

ろ

う

。

 

 

ま

た

、

先

程

、

「

概

念

＝

相

貌

」

と

述

べ

た

と

お

り

、

今

や

、

こ

の

「

対

象

」

と

は

、

概

念

、

相

貌

と

読

み

替

え

て

も

よ

い

と

思

う

。

つ

ま

り

は

、

相

貌

、

概

念

の

生

き

た

結

合

が

「

行

為

空

間

性

」

だ

と

言

え

る

。

 

 

「

語

る

」

に

は

、

そ

の

結

合

を

示

し

た

言

葉

が

あ

る

と

思

う

。

そ

れ

は

「

典

型

的

な

物

語

」

だ

。

 

 

野

矢

は

第

２

３

回

Ｐ

．

４

０

３

で

「

あ

る

概

念

を

理

解

す

る

と

は

、

そ

の

概

念

の

も

と

に

開

け

る

典

型

的

な

物

語

を

理

解

す

る

こ

と

な

の

で

あ

る

。

」

と

書

い

て

い

る

。

猫

に

と

っ

て

の

「

典

型

的

な

物

語

」

と

し

て

は

、

例

え

ば

、

「

猫

は

、

ネ

ズ

ミ

が

好

き

だ

」

と

い

う

物

語

が

あ

る

。

（

飼

っ

て

い

な

い

か

ら

、

本

当

か

ど

う

か

は

知

ら

な

い

け

れ

ど

） 

こ

の

物

語

に

お

い

て

は

、

お

お

ま

か

に

言

え

ば

「

猫

」

概

念

が

「

ネ

ズ

ミ

」

概

念

、

「

好

き

」

概

念

と

結

合

し

て

い

る

、

と

い

う

こ

と

に

な

る

だ

ろ

う

。

そ

し

て

、

こ

の

概

念

の

結

合

こ

そ

が

、

物

語

だ

と

言

え

る

。

 

 

つ

ま

り

、

「

典

型

的

な

物

語

」

と

は

、

そ

の

物

語

を

持

つ

概

念

（

例

え

ば

「

猫

」

概

念

）

と

、

他

の

概

念

（

例

え

ば

「

ネ

ズ

ミ

」

概

念

「

好

き

」

概

念

）

と

の

生

き

た

結

合

で

あ

り

、

そ

れ

こ

そ

が

「

行

為

空

間

性

」

の

こ

と

だ

と

考

え

ら

れ

る

の

で

は

な

い

だ

ろ

う

か

。

 

 

別

の

言

い

方

を

し

て

み

る

。

 

 

野

矢

が

「

語

る

」

で

も

例

と

し

て

挙

げ

て

い

る

「

鳥

」

概

念

は

、

私

に

と

っ

て

は

、

か

な

り

行

為

空

間

性

と

し

て

の

厚

み

が

あ

る

概

念

だ

。

空

を

飛

ぶ

も

の

が

多

い

け

れ

ど

、

空

を

飛

ば

な

い

も

の

も

い

る

。

小

学

生

の

と

き

に

隣

に

い

た

弟

の

頭

に

と

ま

っ

た

ヤ

ツ

（

カ

ラ

ス

）

も

い

る

し

、

数

週

間

前

に

僕

の

頭

に

糞

を

落

と

し

た

ヤ

ツ

（

ス

ズ

メ

く

ら

い

の

大

き

さ

の

知

ら

な

い

種

類

の

鳥

）

も

い

る

。

と

い

う

よ

う

に

い

く

ら

で

も

書

き

続

け

る

こ

と

が

で

き

る

。

私

は

「

鳥

」

概

念

を

使

い

こ

な

し

て

い

る

。

 

 

一

方

で

、

私

が

あ

ん

ま

り

知

ら

な

い

も

の

、

例

え

ば

「

ス

タ

ー

フ

ル

ー

ツ

」

概

念

に

つ

い

て

だ

が

、

私

は

ス

タ

ー

フ

ル

ー

ツ

に

つ

い

て

、

南

国

の

果

物

で

、

断

面

が

星

型

で

、

シ

ン

ガ

ポ

ー

ル

あ

た

り

に

売

っ

て

い

て

、

あ

ま

り

甘

く

な

い

、

と

い

う

く

ら

い

し

か

語

れ

な

い

。

あ

ま

り

概

念

と

し

て

使

い

こ

な

せ

て

い

な

い

。

 

 

こ

の

よ

う

な

、

概

念

に

つ

い

て

の

説

明

文

は

、

野

矢

が

行

為

空

間

の

内

外

の

判

断

に

用

い

て

い

る

「

概

念

所

有

」

の

程

度

を

指

し

て

い

る

と

同

時

に

、

そ

の

概

念

の

「

典

型

的

な

物

語

」

の

豊

か

さ

の

程

度

と

言

い

換

え

ら

れ

る

の

で

は

な

い

か

。

そ

し

て

、

概

念

の

行

為

空

間

性

と

し

て

の

厚

み

を

指

す

の

で

は

な

い

か

と

思

う

。

 

 

念

の

た

め

の

繰

り

返

し

に

な

る

が

、

「

グ

ル

ー

」

概

念

に

も

、

例

え

ば

「

野

矢

先

生

が

本

で

書

い

て

い

た

概

念

」

と

い

う

物

語

が

あ

る

。

ど

ん

な

概

念

に

も

、

最

低

限

の

物

語

が

あ

る

。

そ

れ

が

、

論

理

空

間

に

は

行

為

空

間

性

と

し

て

の

厚

さ

が

あ

る

と

い

う

こ

と

だ

。

 

 

【

脱

線

１

：

最

低

限

の

物

語

】

 

 

最

低

限

の

物

語

の

例

と

し

て

は

、

例

え

ば

、

「

以

下

同

様

」

の

物

語

が

あ

る

。

 

 

「

以

下

同

様

」

は

論

理

空

間

を

成

立

さ

せ

る

た

め

に

必

要

な

最

低

限

の

条

件

で

あ

る

と

言

え

る

。

 

 

ウ

ィ

ト

ゲ

ン

シ

ュ

タ

イ

ン

の

論

理

哲

学

論

考

に

お

け

る

ア

・

プ

リ

オ

リ

な

秩

序

は

、

操

作

の

ア

・

プ

リ

オ

リ

性

が

支

え

る

と

さ

れ

て

い

る

。

そ

し

て

、

そ

の

「

操

作

」

の

根

幹

に

「

以

下

同

様

」

が

あ

る

と

す

る

と

、

「

以

下

同

様

」

と

は

論

理

空

間

を

成

立

さ

せ

る

た

め

に

必

要

な

最

低

限

の

条

件

で

あ

る

と

考

え

ら

れ

る

。

 

 

そ

の

「

以

下

同

様

」

で

さ

え

、

ひ

と

つ

の

典

型

的

な

物

語

で

あ

ら

ざ

る

を

え

な

い

。

つ

ま

り

、

「

◯

◯

の

概

念

は

、

以

下

同

様

に

、

同

じ

よ

う

に

適

用

で

き

る

。

」

と

い

う

物

語

だ

。

「

以

下

同

様

」

が

ひ

と

つ

の

物

語

で

あ

る

と

い

う

こ

と

は

、

第

１

３

回

の

「

以

下

同

様

」

の

議

論

に

お

い

て

、

Ｐ

．

２

２

３

で

「

本

性

と

習

慣

に

よ

っ

て

囲

い

込

ま

れ

た

行

為

空

間

に

お

い

て

初

め

て

、

「

以

下

同

様

」

と

い

う

言

葉

は

効

果

を

も

つ

。

」

と

さ

れ

て

い

る

こ

と

に

も

示

さ

れ

て

い

る

の

で

は

な

い

か

と

思

う

。
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【

脱

線

２

：

典

型

的

な

物

語

と

は

何

か

】

 

 

こ

こ

で

、

「

典

型

的

な

物

語

」

と

い

う

も

の

に

つ

い

て

、

少

し

考

え

て

み

た

い

。

こ

の

「

典

型

的

な

」

と

い

う

限

定

は

必

要

な

の

だ

ろ

う

か

。

 

 

野

矢

は

、

こ

の

本

の

第

２

３

回

注

４

Ｐ

．

４

１

６

で

、

「

個

体

と

普

遍

」

の

観

点

か

ら

の

議

論

を

行

な

っ

て

い

る

。

そ

こ

で

、

「

個

体

は

特

定

の

相

貌

で

も

相

貌

の

集

合

で

も

な

い

」

と

し

て

い

る

。

つ

ま

り

、

相

貌

は

普

遍

し

か

持

た

ず

、

す

べ

て

の

概

念

は

普

遍

だ

と

い

う

こ

と

だ

。

 

 

そ

し

て

、

私

は

概

念

、

相

貌

が

持

つ

典

型

的

な

物

語

に

つ

い

て

の

話

を

し

て

い

る

。

つ

ま

り

、

普

遍

の

持

つ

典

型

的

な

物

語

に

つ

い

て

の

話

を

し

て

い

る

。

普

遍

だ

か

ら

こ

そ

、

典

型

的

な

の

は

当

た

り

前

な

の

で

は

な

い

か

。

 

 

こ

れ

は

、

少

な

く

と

も

私

が

今

用

い

て

い

る

文

脈

に

お

い

て

は

、

「

物

語

」

に

「

典

型

的

な

」

「

ふ

つ

う

の

」

と

い

う

限

定

は

不

要

だ

と

い

う

こ

と

を

指

し

て

い

る

の

で

は

な

い

か

。

 

 

こ

の

こ

と

は

次

の

よ

う

に

言

う

こ

と

も

で

き

る

だ

ろ

う

。

 

 

物

語

、

つ

ま

り

言

葉

で

表

現

さ

れ

た

も

の

と

は

「

ふ

つ

う

の

」

も

の

ば

か

り

だ

。

か

な

り

特

別

な

概

念

、

例

え

ば

、

野

矢

の

い

う

隠

喩

表

現

「

山

が

笑

っ

て

い

る

」

は

、

野

矢

が

思

い

つ

い

た

時

点

で

は

、

「

ふ

つ

う

で

な

い

」

も

の

だ

っ

た

か

も

し

れ

な

い

け

れ

ど

、

私

が

「

語

る

」

を

読

ん

だ

と

き

に

は

、

既

に

野

矢

が

例

示

と

し

て

記

載

し

て

い

る

「

ふ

つ

う

の

」

隠

喩

表

現

と

し

か

思

え

な

か

っ

た

。

私

に

と

っ

て

特

別

な

一

生

に

一

度

の

燃

え

る

よ

う

な

恋

愛

だ

っ

て

、

そ

の

こ

と

を

誰

か

に

語

っ

た

と

た

ん

、

「

ふ

つ

う

の

」

一

生

に

一

度

の

燃

え

る

よ

う

な

恋

愛

に

な

っ

て

し

ま

う

。

語

ら

れ

て

し

ま

っ

た

以

上

、

す

べ

て

「

ふ

つ

う

の

」

物

語

に

な

っ

て

し

ま

う

の

で

は

な

い

か

。

 

 

ふ

つ

う

の

物

語

、

典

型

的

な

物

語

と

い

う

表

現

は

冗

長

な

の

で

は

な

い

か

。

よ

っ

て

、

今

後

は

、

「

典

型

的

な

物

語

」

と

は

せ

ず

に

、

単

に

「

物

語

」

と

統

一

す

る

こ

と

に

す

る

。

 

 

【

論

理

空

間

の

内

側

に

行

為

空

間

が

あ

る

こ

と

の

疑

問

】

 

 

次

の

話

に

移

り

た

い

。

 

 

野

矢

は

基

本

的

な

ス

タ

ン

ス

と

し

て

、

論

理

空

間

の

内

側

に

行

為

空

間

が

あ

る

と

し

て

い

る

。

ま

た

、
「

行

為

空

間

の

内

と

外

を

分

け

る

明

確

な

境

界

は

存

在

し

な

い

。

」

と

し

て

い

る

文

脈

に

お

い

て

も

、
「

論

理

空

間

の

中

に

概

念

所

有

の

「

パ

ー

ス

ペ

ク

テ

ィ

ブ

」

が

あ

る

と

言

っ

た

方

が

よ

い

か

も

し

れ

な

い

。

」

と

し

て

お

り

、

少

な

く

と

も

、

論

理

空

間

に

付

随

す

る

も

の

と

し

て

行

為

空

間

を

捉

え

て

い

る

。

私

も

、

こ

れ

ま

で

の

議

論

で

は

、

論

理

空

間

に

厚

さ

と

し

て

の

行

為

空

間

性

が

付

随

し

て

い

る

、

と

い

う

意

味

で

は

、

そ

の

イ

メ

ー

ジ

を

踏

襲

し

て

い

る

。

 

 

は

た

し

て

そ

う

だ

ろ

う

か

。

私

は

、

新

た

に

、

論

理

空

間

を

超

え

る

行

為

空

間

性

が

あ

る

と

い

う

主

張

を

追

加

し

た

い

。

 

 

野

矢

は

、

第

２

３

回

Ｐ

．

４

０

５

に

お

い

て

、

「

現

実

は

つ

ね

に

、

典

型

的

な

物

語

を

は

み

出

し

て

い

る

」

と

し

て

、

２

つ

の

こ

と

を

挙

げ

て

い

る

。

つ

ま

り

、「

現

実

は

際

限

な

く

豊

か

な

デ

ィ

テ

イ

ル

を

持

つ

。

」（

Ｐ

．

４

０

６

）

、「

し

ば

し

ば

現

実

の

も

の

ご

と

は

典

型

か

ら

逸

脱

す

る

よ

う

な

性

質

や

ふ

る

ま

い

を

示

す

。

」（

Ｐ

．

４

０

６

）

と

し

て

い

る

。

逸

脱

、

デ

ィ

テ

イ

ル

は

、

「

物

語

」

を

は

み

出

し

て

い

る

と

い

う

こ

と

だ

。

 

 

こ

こ

で

、

概

念

の

行

為

空

間

性

と

し

て

の

厚

み

は

物

語

だ

と

し

た

こ

と

を

思

い

出

し

て

頂

き

た

い

。

つ

ま

り

は

、

概

念

と

、

そ

の

概

念

に

つ

い

て

の

物

語

が

結

び

つ

い

て

い

る

と

い

う

イ

メ

ー

ジ

を

持

っ

て

頂

き

た

い

。

 

 

そ

し

て

、

野

矢

は

、

物

語

を

は

み

出

す

、

と

言

っ

て

い

る

。

つ

ま

り

は

、

概

念

と

そ

の

概

念

に

つ

い

て

の

物

語

の

両

方

が

は

み

出

す

か

、

物

語

だ

け

が

は

み

出

し

て

概

念

は

残

る

か

、

と

い

う

こ

と

に

な

る

。

 

 

ど

こ

か

ら

は

み

出

し

た

の

か

。

そ

れ

は

、

論

理

空

間

か

ら

は

み

出

し

た

、

と

い

う

こ

と

に

な

ろ

う

。

し

か

し

、

論

理

空

間

か

ら

概

念

と

そ

の

概

念

に

つ

い

て

の

物

語

の

両

方

が

論

理

空

間

か

ら

は

み

出

し

て

し

ま

っ

た
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ら

ど

う

な

る

の

か

。

当

然

、

何

も

語

れ

な

い

。

逸

脱

、

デ

ィ

テ

イ

ル

と

い

う

よ

う

な

こ

と

は

語

る

こ

と

す

ら

で

き

な

い

だ

ろ

う

。

 

 

で

は

、

論

理

空

間

か

ら

物

語

が

は

み

出

し

て

概

念

だ

け

が

残

っ

た

と

し

た

ら

ど

う

な

る

だ

ろ

う

。

先

程

私

が

述

べ

た

、

論

理

空

間

に

は

物

語

と

い

う

行

為

空

間

性

の

厚

み

が

あ

る

、

と

い

う

こ

と

に

反

す

る

。

よ

っ

て

、

こ

れ

も

採

用

で

き

な

い

。

 

 

と

い

う

こ

と

で

、

そ

の

、

逸

脱

、

デ

ィ

テ

イ

ル

と

し

て

、

論

理

空

間

か

ら

は

み

出

し

た

も

の

は

、

実

は

「

物

語

」

で

は

な

く

、

物

語

ら

れ

て

い

る

概

念

な

の

で

は

な

い

か

、

と

私

は

思

う

。

概

念

が

は

み

出

た

結

果

、

論

理

空

間

上

に

、

何

の

概

念

に

つ

い

て

か

わ

か

ら

な

い

物

語

だ

け

が

宙

に

浮

い

て

い

る

よ

う

な

も

の

な

の

で

は

な

い

か

。

 

 

そ

れ

は

、

い

わ

ば

、

逸

脱

の

ケ

ー

ス

で

言

え

ば

「

◯

○

は

、

突

然

変

な

鳴

き

声

で

く

し

ゃ

み

を

す

る

」

と

い

う

よ

う

に

、

ま

た

、

デ

ィ

テ

イ

ル

の

ケ

ー

ス

で

言

え

ば

「

○

○

は

、

グ

レ

ー

と

黄

色

の

毛

を

持

つ

。

」

と

い

う

よ

う

に

、

主

語

は

特

定

さ

れ

ず

に

物

語

だ

け

が

あ

る

、

と

い

う

こ

と

な

の

で

は

な

い

か

、

と

い

う

こ

と

だ

。

 

 

そ

の

う

ち

、

○

○

と

い

う

と

こ

ろ

に

「

ポ

チ

」

が

入

り

、

ポ

チ

が

、

そ

の

よ

う

な

デ

ィ

テ

イ

ル

を

持

ち

、

逸

脱

を

す

る

か

も

し

れ

な

い

。

し

か

し

、

ポ

チ

と

、

そ

の

よ

う

な

物

語

が

つ

な

が

っ

て

お

ら

ず

、

何

に

つ

い

て

の

も

の

か

わ

か

ら

な

い

「

物

語

」

だ

け

が

宙

に

浮

い

て

い

る

よ

う

な

状

況

が

あ

り

う

る

の

で

は

な

い

か

、

そ

れ

が

、

逸

脱

で

あ

り

、

デ

ィ

テ

イ

ル

な

の

で

は

な

い

か

と

い

う

こ

と

だ

。

 

 

こ

れ

は

つ

ま

り

、

「

デ

ィ

テ

イ

ル

」

「

逸

脱

」

と

い

う

論

理

空

間

上

の

宙

に

浮

い

て

い

る

物

語

と

は

、

概

念

が

な

い

の

で

論

理

空

間

に

は

な

く

、

し

か

し

物

語

を

持

つ

の

で

行

為

空

間

性

は

あ

る

、

と

い

う

行

為

空

間

性

だ

け

の

お

ば

け

の

よ

う

な

も

の

で

は

な

い

か

。

 

 

こ

の

考

え

方

は

、

第

９

回

注

５

Ｐ

．

１

６

１

で

の

「

存

在

論

的

未

知

」

の

議

論

に

も

適

用

で

き

る

と

思

わ

れ

る

。

そ

の

議

論

は

、

「

ま

だ

人

類

に

知

ら

れ

て

い

な

い

昆

虫

は

た

く

さ

ん

い

る

。

」

は

ナ

ン

セ

ン

ス

だ

、

と

い

う

も

の

だ

っ

た

。

こ

れ

も

、

「

○

○

は

、

昆

虫

と

し

て

存

在

す

る

。

」

と

い

う

主

語

を

特

定

さ

れ

な

い

物

語

だ

と

考

え

れ

ば

、

論

理

空

間

上

の

宙

に

浮

い

た

行

為

空

間

性

だ

け

の

お

ば

け

だ

と

位

置

づ

け

る

こ

と

が

で

き

る

の

で

は

な

い

か

。

 

 

ま

た

、

一

段

の

飛

躍

が

あ

る

か

も

し

れ

な

い

が

、

更

に

は

、

こ

の

考

え

方

は

、

概

念

の

習

得

の

場

面

に

も

適

用

で

き

る

の

で

は

な

い

か

と

考

え

ら

れ

る

。

 

 

つ

ま

り

、

Ｐ

．

１

４

６

で

挙

げ

ら

れ

て

い

る

「

三

枚

に

お

ろ

す

」

の

例

で

言

え

ば

、

「

○

○

と

は

、

昨

日

、

奥

さ

ん

が

や

っ

て

い

た

行

為

だ

」

と

か

「

○

○

と

は

、

魚

を

食

べ

る

前

に

行

う

行

為

だ

。

」

と

か

、

「

○

○

と

は

、

骨

と

身

の

間

に

ス

ッ

と

包

丁

を

入

れ

る

行

為

だ

」

と

か

、

そ

う

い

う

物

語

お

ば

け

が

集

積

さ

れ

、

「

三

枚

に

お

ろ

す

」

概

念

と

つ

な

が

っ

た

と

き

、

概

念

を

習

得

す

る

の

で

は

な

い

か

。

 

 

た

だ

し

、

野

矢

も

Ｐ

．

４

１

２

で

「

典

型

的

な

物

語

は

～

網

目

状

に

絡

み

合

う

も

の

と

な

る

の

で

あ

る

。

典

型

的

な

物

語

は

全

体

と

し

て

典

型

的

な

物

語

全

体

を

語

り

出

す

も

の

と

な

る

。

」

と

し

て

い

る

よ

う

に

、

概

念

の

習

得

の

場

面

に

は

、

全

体

論

的

な

複

雑

さ

が

あ

り

、

少

な

く

と

も

、

主

語

と

な

っ

て

い

る

「

○

○

」

と

い

う

空

欄

を

一

つ

づ

つ

埋

め

て

い

く

よ

う

な

単

純

な

も

の

で

は

な

い

。

 

 

野

矢

が

第

２

４

回

Ｐ

．

４

２

８

で

、

「

（

「

う

ま

く

言

い

表

せ

な

い

」

と

は

）

、

相

貌

誕

生

直

前

の

、

陣

痛

の

呻

き

声

な

の

で

あ

る

。

」

と

し

て

い

る

の

は

、

「

山

が

笑

っ

て

い

る

」

と

い

う

物

語

が

で

き

る

前

の

、

「

○

○

が

△

△

し

て

い

る

」

骨

組

み

だ

け

の

物

語

が

あ

る

状

況

に

お

い

て

、

○

○

と

△

△

の

ど

ち

ら

も

埋

め

ら

れ

ず

に

、

一

挙

に

全

体

論

的

に

空

欄

を

埋

め

ら

れ

る

の

を

待

ち

な

が

ら

、

た

だ

山

を

前

に

し

て

感

動

し

て

い

る

、

と

い

う

よ

う

な

状

況

を

示

し

て

い

る

の

で

は

な

い

か

と

思

う

。

 

 

少

し

脱

線

し

て

し

ま

っ

た

が

、

い

ず

れ

に

せ

よ

、

行

為

空

間

性

は

論

理

空

間

を

超

え

う

る

。

と

私

は

い

い

た

い

。
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【

比

喩

の

変

更

 

立

体

地

図

か

ら

肉

の

切

断

に

】

 

 

私

は

、

こ

れ

ま

で

、

論

理

空

間

と

行

為

空

間

の

議

論

に

つ

い

て

立

体

地

図

の

よ

う

な

イ

メ

ー

ジ

で

論

じ

て

き

た

。

し

か

し

、

「

論

理

空

間

」

を

超

え

る

「

行

為

空

間

性

」

が

あ

る

と

し

た

こ

と

で

、

そ

の

イ

メ

ー

ジ

は

捨

て

な

け

れ

ば

い

け

な

い

。

地

図

上

の

地

形

で

あ

れ

ば

、

富

士

山

の

よ

う

に

綺

麗

な

円

錐

形

で

な

く

て

も

、

下

か

ら

上

に

向

か

っ

て

狭

く

な

っ

て

い

く

。

こ

れ

で

は

、

論

理

空

間

の

外

に

行

為

空

間

が

あ

る

と

い

う

こ

と

が

表

現

で

き

な

い

。

 

 

こ

の

立

体

地

図

の

比

喩

を

捨

て

去

る

に

あ

た

っ

て

、

立

体

地

図

の

比

喩

に

つ

い

て

、

一

つ

指

摘

し

て

お

く

べ

き

こ

と

が

あ

る

。

立

体

地

図

を

地

図

に

す

る

た

め

に

は

、

海

抜

０

メ

ー

ト

ル

の

と

こ

ろ

で

切

断

を

す

る

必

要

が

あ

っ

た

と

い

う

こ

と

だ

。

つ

ま

り

は

、

地

図

上

の

本

州

を

論

理

空

間

と

し

て

喩

え

る

場

合

、

既

に

海

抜

０

メ

ー

ト

ル

で

切

断

を

し

て

い

る

。

野

矢

の

目

玉

焼

き

の

よ

う

な

論

理

空

間

と

行

為

空

間

の

議

論

の

イ

メ

ー

ジ

で

言

え

ば

、

立

体

地

図

を

二

度

切

断

し

、

そ

れ

ぞ

れ

の

切

断

面

に

、

論

理

空

間

と

行

為

空

間

が

割

り

当

て

て

い

た

と

い

う

こ

と

だ

。

 

 

そ

の

こ

と

を

踏

ま

え

、

必

ず

、

１

回

目

の

切

断

で

あ

る

「

論

理

空

間

」

面

で

の

切

断

よ

り

、

２

回

目

の

切

断

で

あ

る

「

行

為

空

間

」

面

で

の

切

断

が

小

さ

い

も

の

と

な

っ

て

い

た

立

体

地

図

の

比

喩

を

捨

て

、

論

理

空

間

の

外

に

も

行

為

空

間

性

が

あ

り

う

る

よ

う

な

状

況

を

表

現

す

る

た

め

、

１

回

目

の

切

断

よ

り

２

回

目

の

切

断

が

大

き

い

場

合

も

小

さ

い

場

合

も

あ

る

よ

う

な

、

別

の

も

の

を

比

喩

に

用

い

る

こ

と

と

し

た

い

。

 

 

そ

の

比

喩

と

し

て

、

私

が

イ

メ

ー

ジ

す

る

の

は

で

こ

ぼ

こ

な

肉

の

塊

が

宙

に

浮

い

て

い

る

よ

う

な

映

像

だ

。

そ

し

て

、

そ

の

肉

の

塊

を

包

丁

で

２

回

切

断

す

る

イ

メ

ー

ジ

だ

。

ま

た

は

、

何

か

で

こ

ぼ

こ

な

岩

か

何

か

を

Ｃ

Ｔ

ス

キ

ャ

ン

の

よ

う

に

２

回

輪

切

り

映

像

で

見

る

よ

う

な

イ

メ

ー

ジ

で

も

い

い

。

 

 

野

矢

の

論

理

空

間

と

行

為

空

間

の

議

論

で

言

え

ば

、

１

回

目

の

切

断

が

論

理

空

間

に

あ

た

り

、

２

回

目

の

切

断

が

行

為

空

間

に

あ

た

る

。

立

体

地

図

の

イ

メ

ー

ジ

を

踏

襲

し

、

必

ず

下

か

ら

切

っ

て

い

く

と

す

る

と

、

不

整

形

だ

か

ら

、

１

回

目

の

切

断

よ

り

２

回

目

の

切

断

の

ほ

う

が

大

き

く

な

る

場

合

も

あ

る

。

 

 

そ

の

よ

う

な

比

喩

の

置

き

換

え

を

し

て

、

こ

の

先

の

議

論

を

進

め

た

い

。

 

 

【

詳

細

１

：

「

肉

（

岩

）

」

と

は

何

か

】

 

 

こ

こ

で

い

く

つ

か

疑

問

が

生

じ

る

が

、

そ

の

う

ち

、

２

つ

の

疑

問

を

取

り

上

げ

た

い

。

ま

ず

、

一

つ

目

の

疑

問

は

、

そ

も

そ

も

、

こ

の

肉

（

岩

）

と

は

何

な

の

か

、

と

い

う

問

い

だ

。

 

 

実

は

、

立

体

地

図

の

喩

え

の

段

階

で

も

、

同

様

に

、

こ

の

立

体

地

図

と

は

何

な

の

か

、

と

い

う

疑

問

は

あ

っ

た

。

そ

の

問

い

に

対

し

て

は

、

論

理

空

間

の

行

為

空

間

性

と

し

て

の

厚

さ

と

い

う

説

明

を

し

て

き

た

。

そ

の

説

明

自

体

が

そ

の

場

し

の

ぎ

だ

っ

た

の

だ

け

れ

ど

、

論

理

空

間

が

ど

こ

だ

か

わ

か

ら

な

く

な

っ

て

し

ま

い

、

行

為

空

間

が

論

理

空

間

を

超

え

る

こ

と

も

あ

る

な

ん

て

主

張

を

始

め

た

こ

と

で

、

こ

の

疑

問

が

際

立

つ

こ

と

に

な

っ

て

し

ま

っ

た

と

思

う

。

 

 

考

え

て

み

よ

う

。

こ

の

肉

（

岩

）

に

含

ま

れ

る

も

の

は

、

今

ま

で

述

べ

た

と

こ

ろ

で

言

え

ば

、

論

理

空

間

上

に

あ

る

概

念

と

、

そ

の

概

念

と

結

び

つ

い

た

物

語

と

、

論

理

空

間

上

の

概

念

と

結

び

つ

か

な

い

物

語

の

お

ば

け

、

そ

れ

だ

け

だ

。

 

 

そ

し

て

、

概

念

と

概

念

の

結

び

つ

き

が

物

語

な

の

だ

と

す

れ

ば

、

概

念

も

物

語

の

一

部

に

過

ぎ

な

い

。

 

 

と

い

う

こ

と

は

、

そ

こ

に

は

物

語

し

か

な

い

。

 

 

つ

ま

り

は

、

肉

（

岩

）

と

は

何

か

、

の

答

え

は

「

物

語

」

の

集

ま

り

だ

、

と

い

う

も

の

だ

。

 

 

そ

し

て

、

こ

の

物

語

の

塊

は

、

徹

頭

徹

尾

、

言

語

的

だ

と

い

う

こ

と

を

留

意

し

て

お

く

べ

き

だ

ろ

う

。

 

 
 

【

詳

細

２

：

ど

こ

が

論

理

空

間

な

の

か

】
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次

の

疑

問

は

、

肉

（

岩

）

の

ど

こ

を

切

断

し

た

切

断

面

が

論

理

空

間

な

の

か

、

と

い

う

こ

と

だ

。

 

 

立

体

地

図

の

例

え

で

は

、

最

も

基

礎

と

な

る

部

分

と

い

う

く

ら

い

の

意

味

合

い

で

地

図

の

標

高

０

メ

ー

ト

ル

と

言

っ

て

い

た

。

そ

の

よ

う

な

例

え

が

で

き

な

く

な

く

な

っ

た

以

上

、

ど

う

す

れ

ば

い

い

の

か

。

 

 

私

は

、

行

為

空

間

の

捉

え

方

に

つ

い

て

は

、

野

矢

と

は

別

の

考

え

を

持

っ

て

い

る

が

、

論

理

空

間

の

捉

え

方

に

つ

い

て

は

、

私

は

異

論

は

な

い

。

よ

っ

て

、

そ

れ

を

考

え

る

に

あ

た

っ

て

は

、

野

矢

（

と

い

う

か

野

矢

の

言

う

ヴ

ィ

ト

ゲ

ン

シ

ュ

タ

イ

ン

）

は

ど

の

よ

う

に

論

理

空

間

を

捉

え

た

の

か

を

考

え

る

必

要

が

あ

る

。

 

 

当

面

の

答

え

と

し

て

は

、

概

念

が

成

立

す

る

よ

う

に

切

断

を

行

う

と

い

う

こ

と

に

な

る

だ

ろ

う

。

ち

ょ

う

ど

、

切

断

し

た

断

面

に

沿

っ

て

、

概

念

が

成

立

し

て

い

る

よ

う

な

切

断

面

が

、

論

理

空

間

に

あ

た

る

。

 

 

そ

れ

で

は

、

そ

の

切

断

す

べ

き

面

を

ど

の

よ

う

に

見

分

け

る

の

か

。

 

 

論

理

哲

学

論

考

の

ヴ

ィ

ト

ゲ

ン

シ

ュ

タ

イ

ン

が

い

う

、

規

則

、

つ

ま

り

、

先

程

、

論

理

空

間

を

成

立

さ

せ

る

も

の

と

し

た

「

以

下

同

様

」

が

手

が

か

り

と

な

る

。

 

 

私

は

、

先

程

、

「

以

下

同

様

」

と

は

論

理

空

間

を

成

立

さ

せ

る

た

め

に

必

要

な

最

低

限

の

条

件

で

あ

る

と

述

べ

た

。

つ

ま

り

は

、

す

べ

て

の

概

念

が

「

以

下

同

様

」

と

い

う

物

語

を

持

っ

て

成

立

す

る

よ

う

に

切

断

を

行

う

と

い

う

こ

と

だ

。

 

 

あ

く

ま

で

イ

メ

ー

ジ

と

な

る

が

、

豊

か

な

物

語

で

満

た

さ

れ

て

い

る

が

、

無

秩

序

で

わ

か

り

に

く

く

な

っ

て

い

る

地

球

の

生

き

写

し

の

よ

う

な

物

語

の

塊

に

、

う

ま

く

「

以

下

同

様

」

の

物

語

が

薄

く

広

が

る

よ

う

な

ぎ

り

ぎ

り

の

と

こ

ろ

に

包

丁

を

入

れ

、

成

立

す

る

概

念

と

、

概

念

を

成

立

さ

せ

る

物

語

と

に

秩

序

だ

て

ら

れ

た

、

簡

素

な

白

地

図

を

作

る

こ

と

が

、

論

理

空

間

を

成

立

さ

せ

る

と

い

う

こ

と

な

の

で

は

な

い

か

。

 

 

ま

だ

、

詳

細

に

つ

い

て

述

べ

る

べ

き

こ

と

は

あ

る

か

も

し

れ

な

い

が

、

と

り

あ

え

ず

は

こ

れ

で

、

野

矢

の

目

玉

焼

き

の

よ

う

な

論

理

空

間

と

行

為

空

間

の

関

係

か

ら

、

物

語

の

塊

と

、

そ

の

切

断

面

と

し

て

の

論

理

空

間

と

の

関

係

へ

と

、

２

次

元

か

ら

３

次

元

へ

の

変

換

が

で

き

た

の

で

は

な

い

か

と

思

う

。

 

 

３

 

非

言

語

体

験

の

場

の

力

と

疑

い

の

力

 

 

【

理

由

の

な

い

疑

い

】

 

 

こ

こ

で

少

し

戻

っ

て

、

野

矢

は

な

ぜ

、

論

理

空

間

と

行

為

空

間

を

２

分

し

た

か

に

つ

い

て

改

め

て

考

え

て

み

た

い

。

 

 

そ

こ

で

取

り

上

げ

た

い

の

が

、

Ｐ

．

２

７

８

で

行

わ

れ

て

い

る

「

理

由

の

な

い

疑

い

」

の

議

論

で

あ

る

。

 

 

野

矢

は

、

「

理

由

の

あ

る

疑

い

」

と

「

理

由

の

な

い

疑

い

」

を

対

比

し

、

偽

札

を

例

に

し

て

、

手

触

り

が

変

だ

と

か

、

何

か

お

か

し

い

と

感

じ

て

疑

う

場

合

を

「

理

由

の

あ

る

疑

い

」

と

し

、

疑

お

う

と

思

え

ば

疑

え

る

と

い

う

こ

と

で

疑

う

場

合

を

「

理

由

の

な

い

疑

い

」

と

し

て

い

る

。

そ

し

て

、

前

者

を

「

生

活

の

中

で

生

じ

る

疑

い

の

形

で

あ

る

。

」

と

し

、

後

者

を

「

あ

く

ま

で

も

哲

学

的

な

懐

疑

に

な

る

。

」

と

し

て

い

る

。

（

更

に

、

野

矢

は

、

「

全

て

は

夢

か

も

し

れ

な

い

」

と

い

う

よ

う

な

包

括

的

な

疑

い

と

「

こ

れ

は

夢

か

も

し

れ

な

い

」

と

い

う

個

別

の

疑

い

を

分

け

、

前

者

を

論

理

空

間

の

懐

疑

論

、

後

者

を

行

為

空

間

の

懐

疑

論

と

し

て

い

る

が

、

私

は

論

理

空

間

と

行

為

空

間

を

２

分

す

る

よ

う

な

か

た

ち

で

捉

え

て

い

な

い

の

で

、

こ

の

区

分

は

無

視

す

る

こ

と

と

す

る

。

）

 

 

こ

の

「

理

由

の

な

い

疑

い

」

の

議

論

を

、

野

矢

が

行

為

空

間

の

外

に

あ

る

「

死

ん

だ

可

能

性

」

と

し

て

第

１

１

回

で

挙

げ

た

３

つ

の

も

の

、

つ

ま

り

、

グ

ル

ー

概

念

の

よ

う

な

所

有

し

て

い

な

い

概

念

を

使

用

す

る

可

能

性

、

隕

石

が

落

ち

る

と

い

う

よ

う

な

習

慣

に

よ

っ

て

無

視

さ

れ

る

可

能

性

、

お

札

が

勝

手

に

増

え

る

と

い

う

よ

う

な

世

界

像

・

探

求

の

論

理

（

指

針

）

に

対

す

る

疑

い

の

可

能

性

、

と

結

び

つ

け

て

み

た

い

。

 

 

そ

う

す

る

と

、

「

死

ん

だ

可

能

性

」

と

し

て

い

る

も

の

は

全

て

「

理

由

の

な

い

疑

い

」

に

関

わ

る

も

の

で

あ

る

こ

と

が

わ

か

る

。
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こ

の

エ

メ

ラ

ル

ド

は

グ

ル

ー

な

の

で

は

な

い

か

、

近

所

に

隕

石

が

落

ち

る

の

で

は

な

い

か

、

お

札

が

勝

手

に

増

え

る

の

で

は

な

い

か

、

い

ず

れ

も

、

疑

う

理

由

が

な

い

。

た

だ

、

疑

お

う

と

思

え

ば

疑

え

る

よ

う

な

、

哲

学

的

な

懐

疑

で

あ

る

と

言

え

よ

う

。

つ

ま

り

は

、

「

死

ん

だ

可

能

性

」

を

疑

う

と

い

う

こ

と

は

、

「

理

由

の

な

い

疑

い

」

な

の

で

は

な

い

か

。

と

私

は

考

え

る

。

 

 

そ

の

こ

と

を

、

更

に

、

先

程

か

ら

行

な

っ

て

い

る

物

語

性

の

話

と

結

び

付

け

た

い

。

 

 

そ

う

す

る

と

「

理

由

の

な

い

疑

い

」

と

は

、

疑

う

物

語

が

な

い

と

い

う

こ

と

に

な

る

の

だ

ろ

う

か

。

い

や

違

う

。

正

確

に

言

う

べ

き

だ

ろ

う

。

 

 

疑

い

は

提

出

さ

れ

て

い

る

の

だ

か

ら

、

疑

う

と

い

う

物

語

は

あ

る

。

エ

メ

ラ

ル

ド

に

は

グ

ル

ー

か

も

し

れ

な

い

と

い

う

物

語

は

あ

る

し

、

隕

石

に

は

近

所

に

落

ち

る

か

も

し

れ

な

い

と

い

う

物

語

は

あ

る

し

、

お

札

に

も

勝

手

に

増

え

る

か

も

し

れ

な

い

（

こ

こ

ら

へ

ん

は

実

感

と

し

て

は

微

妙

だ

け

れ

ど

）

と

い

う

物

語

が

あ

る

。

 

 

し

か

し

、

い

ず

れ

の

物

語

に

も

疑

う

理

由

の

物

語

が

な

い

。

な

ぜ

疑

う

、

と

い

う

疑

い

を

補

強

す

る

よ

う

な

物

語

が

な

い

。

 

 

そ

れ

は

ど

う

い

う

こ

と

か

と

い

う

と

、

隕

石

の

例

で

言

え

ば

、

「

隕

石

」

と

い

う

概

念

に

は

「

隕

石

は

近

所

に

落

ち

る

か

も

し

れ

な

い

。

」

と

い

う

疑

い

の

物

語

が

あ

る

。

こ

れ

に

、

他

の

疑

い

を

補

強

さ

れ

る

よ

う

な

物

語

、

例

え

ば

、

「

小

惑

星

が

地

球

の

近

く

を

通

っ

た

。

小

惑

星

が

地

球

の

近

く

を

通

る

と

隕

石

が

落

ち

る

可

能

性

が

高

ま

る

。

」

と

い

う

物

語

が

加

わ

る

と

、

そ

れ

は

理

由

の

あ

る

疑

い

と

な

る

。

し

か

し

、

そ

の

よ

う

な

補

強

さ

れ

る

よ

う

な

物

語

が

な

い

場

合

、

そ

れ

は

理

由

の

な

い

疑

い

と

な

る

。

 

 

野

矢

は

、

こ

の

よ

う

な

他

に

補

強

さ

れ

る

よ

う

な

物

語

を

持

た

な

い

、

理

由

の

な

い

疑

い

の

物

語

を

持

つ

概

念

を

、

「

死

ん

だ

可

能

性

」

と

し

、

行

為

空

間

に

は

な

い

概

念

と

位

置

づ

け

た

の

で

は

な

い

だ

ろ

う

か

。

と

私

は

考

え

る

。

 

 

【

非

言

語

体

験

の

場

の

力

】

 

 

野

矢

の

行

為

空

間

の

話

に

も

ど

っ

た

と

こ

ろ

で

、

「

語

る

」

に

お

け

る

行

為

空

間

の

議

論

の

位

置

づ

け

を

振

り

返

っ

て

み

た

い

。

 

 

行

為

空

間

と

は

、

多

分

、

「

語

る

」

に

お

け

る

中

心

的

な

概

念

で

あ

り

、

行

為

空

間

概

念

登

場

以

前

か

ら

の

相

対

主

義

、

相

貌

論

の

話

と

も

関

わ

り

、

そ

の

後

も

物

自

体

・

過

去

自

体

と

い

っ

た

議

論

へ

と

つ

な

が

り

、

こ

の

本

全

体

と

関

わ

っ

て

い

る

と

思

わ

れ

る

。

 

 

そ

こ

で

「

語

る

」

で

の

議

論

全

体

に

お

い

て

、

行

為

空

間

の

側

面

か

ら

述

べ

る

べ

き

大

き

な

問

題

は

な

い

だ

ろ

う

か

、

と

読

み

返

し

て

み

る

。

 

 

そ

う

す

る

と

、

「

語

る

」

の

（

少

な

く

と

も

後

半

の

）

中

心

的

な

議

論

と

し

て

、

野

矢

が

「

力

と

相

貌

の

二

元

論

」

（

Ｐ

．

３

４

１

）

と

し

て

い

る

議

論

が

あ

る

。

こ

れ

は

、

Ｐ

．

２

９

１

の

言

い

方

に

よ

れ

ば

「

語

る

こ

と

を

、

語

ら

れ

な

い

自

然

が

支

え

て

い

る

」

と

い

う

こ

と

で

あ

り

、

第

１

９

回

Ｐ

．

３

２

８

の

言

い

方

に

よ

れ

ば

「

非

言

語

的

な

体

験

に

触

発

さ

れ

て

分

節

化

さ

れ

た

体

験

あ

る

い

は

分

節

化

さ

れ

た

世

界

が

成

立

す

る

」

と

い

う

こ

と

で

あ

る

。

つ

ま

り

は

、

こ

の

二

元

論

は

、

「

（

非

言

語

体

験

の

場

と

し

て

の

）

力

と

（

分

節

化

さ

れ

た

世

界

と

し

て

の

）

相

貌

の

二

元

論

」

と

い

う

こ

と

だ

ろ

う

。

 

 

そ

し

て

、

先

程

述

べ

た

よ

う

に

、

相

貌

は

行

為

空

間

に

現

れ

る

も

の

で

あ

り

行

為

空

間

と

密

接

不

可

分

の

関

係

に

あ

る

。

そ

う

す

る

と

、

「

力

と

相

貌

の

二

元

論

」

は

「

非

言

語

体

験

の

場

と

行

為

空

間

の

対

比

」

と

読

み

替

え

る

こ

と

も

で

き

る

の

で

は

な

い

だ

ろ

う

か

。

 

 

こ

こ

に

も

、

行

為

空

間

に

つ

い

て

議

論

す

べ

き

こ

と

が

あ

る

。

 

 

【

言

い

訳

】

 

 

こ

こ

で

言

い

訳

を

さ

せ

て

頂

き

た

い

。
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正

確

に

言

う

と

、

「

力

と

相

貌

の

二

元

論

」

に

は

「

非

言

語

体

験

の

場

と

行

為

空

間

の

対

比

」

と

い

う

側

面

は

あ

る

と

は

思

う

が

、

そ

の

よ

う

に

全

て

言

い

換

え

て

い

い

か

ど

う

か

は

怪

し

い

。

 

 

「

相

貌

」

と

「

行

為

空

間

」

は

密

接

に

捉

え

て

よ

い

の

は

確

か

だ

と

思

う

が

、

「

行

為

空

間

」

と

は

、

そ

の

「

生

き

方

」

と

表

現

さ

れ

て

い

る

側

面

を

強

調

す

る

と

、

「

力

と

相

貌

」

の

「

力

」

寄

り

に

位

置

づ

け

る

こ

と

も

可

能

だ

と

考

え

ら

れ

る

。

 

 

こ

の

こ

と

を

詳

細

に

検

討

す

る

こ

と

が

、

こ

の

文

章

の

趣

旨

で

は

な

い

の

で

、

こ

の

先

に

は

進

ま

な

い

が

、

多

分

、

こ

の

概

念

相

互

の

関

係

の

複

雑

さ

を

そ

の

ま

ま

と

す

る

こ

と

が

、

冒

頭

で

言

っ

た

、

野

矢

は

議

論

の

糸

を

束

ね

な

い

と

い

う

こ

と

の

一

つ

の

大

き

な

側

面

な

の

で

は

な

い

か

と

思

う

。

 

 

そ

こ

を

、

あ

え

て

束

ね

る

と

い

う

こ

と

は

、

ど

う

し

て

も

私

な

り

の

解

釈

が

入

ら

ざ

る

を

得

な

い

だ

ろ

う

。

よ

っ

て

、

「

非

言

語

体

験

の

場

と

行

為

空

間

の

対

比

」

を

強

調

す

る

観

点

は

、

私

が

「

語

る

」

か

ら

読

み

取

っ

た

解

釈

で

あ

り

、

野

矢

が

語

ろ

う

と

し

た

別

の

側

面

を

取

り

逃

が

し

て

い

る

可

能

性

が

あ

る

と

い

う

こ

と

は

注

意

し

て

頂

き

た

い

。

 

 

【

非

言

語

体

験

の

場

の

力

 

２

】

 

 

言

い

訳

を

述

べ

た

上

で

、

「

非

言

語

体

験

の

場

と

行

為

空

間

の

対

比

」

と

い

う

こ

と

に

つ

い

て

少

し

考

え

て

み

た

い

。

 

 

た

だ

、

非

言

語

体

験

の

場

と

行

為

空

間

を

対

比

す

る

と

言

っ

て

も

、

「

非

言

語

体

験

の

場

」

が

ど

こ

に

あ

る

の

か

、

私

の

立

体

地

図

、

ま

た

は

肉

（

岩

）

の

比

喩

に

お

い

て

、

「

非

言

語

体

験

の

場

」

は

ど

こ

に

位

置

づ

け

ら

れ

る

の

か

、

と

い

う

よ

う

な

こ

と

は

、

こ

こ

で

語

る

こ

と

は

で

き

な

い

。

正

直

に

言

っ

て

わ

か

ら

な

い

。

 

 

た

だ

、

非

言

語

的

な

場

か

ら

の

「

力

」

が

、

ど

の

よ

う

に

行

為

空

間

に

働

く

か

、

に

つ

い

て

は

少

し

語

る

こ

と

が

あ

る

よ

う

に

思

う

。

 

 

野

矢

は

、

「

力

と

相

貌

の

二

元

論

」

と

し

て

の

文

脈

の

な

か

で

、

こ

の

「

力

」

に

つ

い

て

、

大

き

く

分

け

る

と

２

つ

の

側

面

を

見

て

い

る

よ

う

に

思

わ

れ

る

。

 

 

ひ

と

つ

は

、

「

動

物

的

な

本

能

的

習

性

」

と

し

て

の

側

面

だ

。

こ

れ

は

、

第

１

２

回

で

斉

一

性

の

原

理

の

文

脈

に

お

い

て

取

り

上

げ

ら

れ

て

い

る

ヒ

ュ

ー

ム

の

用

語

で

あ

る

「

習

慣

」

に

つ

い

て

述

べ

て

い

る

あ

た

り

か

ら

登

場

し

て

い

る

。

例

え

ば

Ｐ

．

２

０

４

で

は

「

動

物

が

示

す

さ

ま

ざ

ま

な

本

能

的

習

性

と

違

い

は

な

い

。

」

「

動

物

的

な

身

体

反

応

」

と

し

て

い

る

よ

う

な

箇

所

だ

。

第

１

９

回

Ｐ

．

３

２

７

に

お

い

て

「

非

言

語

的

な

体

験

は

、

私

の

反

応

を

～

触

発

す

る

の

で

あ

る

。

」

と

し

て

い

る

こ

と

と

も

同

じ

で

あ

ろ

う

。

つ

ま

り

、

こ

の

触

発

と

は

動

物

的

な

本

能

的

な

習

性

な

の

で

あ

る

。

 

 

ま

た

、

こ

の

観

点

は

、

第

２

０

回

Ｐ

．

３

４

９

で

「

（

過

去

に

つ

い

て

語

る

こ

と

は

）

す

べ

て

、

過

去

自

体

に

触

発

さ

れ

た

私

の

身

体

反

応

で

あ

る

」

と

過

去

に

つ

い

て

の

場

面

に

拡

大

さ

れ

て

適

用

さ

れ

て

お

り

、

過

去

に

つ

い

て

の

議

論

に

お

い

て

は

「

身

体

的

記

憶

」

（

Ｐ

．

３

４

８

）

が

、

こ

の

「

力

」

の

一

側

面

と

し

て

現

れ

て

い

る

と

考

え

ら

れ

る

。

 

 

も

う

ひ

と

つ

の

側

面

は

、

「

抵

抗

」

だ

。

こ

の

側

面

に

つ

い

て

は

、

主

に

第

２

１

回

の

自

然

科

学

に

つ

い

て

の

議

論

の

な

か

で

挙

げ

ら

れ

て

い

る

。

Ｐ

．

３

６

９

に

お

い

て

自

然

科

学

の

「

知

識

の

活

用

」

と

し

て

の

側

面

が

強

調

さ

れ

、

「

（

例

え

ば

、

ロ

ケ

ッ

ト

を

飛

ば

そ

う

と

し

て

失

敗

す

る

。

）

そ

の

抵

抗

こ

そ

、

非

言

語

的

な

場

と

し

て

の

世

界

が

理

論

に

向

け

て

く

る

」

（

Ｐ

．

３

７

０

）

と

さ

れ

て

い

る

。

 

 

当

然

、

こ

の

こ

と

は

自

然

科

学

に

限

定

さ

れ

る

も

の

で

は

な

く

、

野

矢

も

第

２

０

回

注

２

の

な

か

で

、
「

知

識

を

踏

ま

え

て

行

為

す

る

こ

と

の

ポ

イ

ン

ト

は

、

行

為

を

通

し

て

そ

の

知

識

が

世

界

と

接

触

・

交

渉

す

る

こ

と

に

な

る

。

」

と

し

て

い

る

。

（

野

矢

の

言

う

知

識

と

は

、

「

卵

は

ゆ

で

る

と

固

く

な

る

」

と

い

う

よ

う

な

も

の

な

の

で

、

私

の

用

語

で

は

物

語

と

言

い

換

え

る

こ

と

が

で

き

る

だ

ろ

う

。

）

 



 1

 

ま

た

、

「

動

物

的

な

本

能

的

習

性

」

と

同

様

に

「

抵

抗

」

も

、

過

去

に

拡

大

さ

れ

て

い

る

。

野

矢

が

第

２

０

回

注

１

で

行

な

っ

て

い

る

「

過

去

整

合

説

」

の

議

論

の

中

で

、

そ

れ

を

弱

め

た

も

の

と

し

て

、

「

整

合

性

の

チ

ェ

ッ

ク

は

さ

ら

に

行

為

・

実

践

と

の

関

係

か

ら

捉

え

返

さ

ね

ば

な

ら

な

い

。

」

と

し

て

い

る

「

プ

ラ

グ

マ

テ

ィ

ズ

ム

の

真

理

観

に

近

い

も

の

」

（

Ｐ

．

３

５

５

）

が

「

抵

抗

」

に

あ

た

る

だ

ろ

う

。

 

 

こ

の

「

動

物

的

な

本

能

的

習

性

」

と

同

様

に

「

抵

抗

」

の

力

の

ふ

た

つ

の

側

面

の

関

係

を

述

べ

て

い

る

と

思

わ

れ

る

箇

所

が

あ

る

。

第

１

７

回

Ｐ

．

２

８

８

で

「

以

下

同

様

」

の

規

範

的

意

味

に

つ

い

て

、

「

あ

な

た

の

こ

れ

か

ら

や

る

こ

と

は

、

い

ま

与

え

ら

れ

た

説

明

の

観

点

か

ら

適

切

さ

が

評

価

さ

れ

、

不

適

切

な

ら

ば

訂

正

さ

れ

る

こ

と

に

な

る

。

」

と

し

て

い

る

箇

所

だ

。

同

じ

こ

と

は

第

１

９

回

３

２

８

に

お

い

て

も

「

言

語

使

用

の

適

切

さ

が

そ

の

言

語

共

同

体

の

中

で

評

価

さ

れ

、

と

き

に

訂

正

を

受

け

る

。

」

と

拡

大

し

て

述

べ

ら

れ

て

い

る

。

つ

ま

り

、

「

あ

な

た

の

こ

れ

か

ら

や

る

こ

と

」

や

「

言

語

使

用

」

が

そ

も

そ

も

始

ま

る

こ

と

は

「

動

物

的

な

本

能

的

習

性

」

に

支

え

ら

れ

、

「

評

価

・

訂

正

」

が

行

わ

れ

る

こ

と

が

「

抵

抗

」

に

あ

た

る

。

 

 

こ

の

野

矢

の

「

相

貌

」

へ

の

「

力

」

に

つ

い

て

の

議

論

は

、

全

面

的

に

「

行

為

空

間

」

へ

の

「

力

」

に

つ

い

て

の

議

論

に

置

き

換

え

る

こ

と

が

で

き

る

と

考

え

ら

れ

る

。

 

 

つ

ま

り

は

「

行

為

空

間

は

、

非

言

語

体

験

の

場

か

ら

触

発

さ

れ

た

本

能

的

習

性

に

よ

り

成

立

し

、

非

言

語

体

験

の

場

か

ら

の

抵

抗

に

よ

り

形

作

ら

れ

て

い

る

。

」

と

言

え

る

の

で

は

な

い

か

。

 

 

こ

れ

が

、

私

が

考

え

る

非

言

語

体

験

の

場

の

力

で

あ

る

。

 

 

【

非

言

語

体

験

の

場

の

力

の

及

ぶ

範

囲

】

 

 

次

に

、

非

言

語

体

験

の

場

の

力

は

、

野

矢

の

い

う

行

為

空

間

の

外

の

論

理

空

間

、

つ

ま

り

、

「

死

ん

だ

可

能

性

」

の

領

域

に

及

ぶ

の

だ

ろ

う

か

、

と

い

う

こ

と

を

考

え

て

み

た

い

。

 

 

ま

ず

は

、

非

言

語

体

験

の

場

の

力

の

う

ち

「

本

能

的

習

性

」

の

側

面

に

つ

い

て

考

え

て

み

る

。

 

 

「

本

能

的

習

性

」

は

、

ヒ

ュ

ー

ム

の

用

語

「

習

慣

」

を

「

動

物

が

示

す

さ

ま

ざ

ま

な

本

能

的

習

性

と

違

い

は

な

い

。

」

と

し

て

い

る

と

こ

ろ

か

ら

始

ま

っ

て

お

り

、

「

習

慣

」

と

言

い

換

え

て

も

い

い

ほ

ど

の

も

の

だ

。

つ

ま

り

は

、

「

死

ん

だ

可

能

性

」

の

う

ち

「

習

慣

に

よ

っ

て

無

視

さ

れ

る

可

能

性

」

と

関

連

が

あ

る

と

い

う

こ

と

は

明

ら

か

だ

ろ

う

。

 

 

ま

た

、

「

本

能

的

習

性

」

は

、

「

死

ん

だ

可

能

性

」

の

う

ち

「

（

グ

ル

ー

概

念

の

よ

う

な

）

所

有

し

て

い

な

い

概

念

を

使

用

す

る

可

能

性

」

と

も

関

連

が

あ

る

。

グ

ル

ー

概

念

の

よ

う

な

所

有

し

て

い

な

い

概

念

と

は

、

野

矢

の

言

い

方

で

は

体

が

つ

い

て

い

か

な

い

概

念

で

あ

る

。

こ

の

体

が

つ

い

て

い

く

・

つ

い

て

い

か

な

い

、

と

い

う

こ

と

は

「

動

物

的

な

身

体

反

応

」

が

引

き

起

こ

さ

れ

る

か

・

引

き

起

こ

さ

れ

な

い

か

、

と

い

う

こ

と

と

同

意

で

あ

ろ

う

。

 

 

つ

ま

り

は

、

こ

の

ふ

た

つ

の

こ

と

を

ま

と

め

て

、

「

死

ん

だ

可

能

性

」

と

は

、

「

本

能

的

習

性

で

所

有

で

き

な

い

可

能

性

」

と

も

言

い

か

え

る

こ

と

が

で

き

る

の

で

は

な

い

か

。

 

 

ま

た

、

非

言

語

体

験

の

場

の

力

の

う

ち

「

抵

抗

」

の

側

面

で

あ

る

が

、

こ

れ

は

、

先

ほ

ど

言

っ

た

よ

う

に

、

自

然

科

学

の

文

脈

で

主

に

用

い

ら

れ

た

も

の

で

あ

る

。

そ

し

て

、

自

然

科

学

に

つ

い

て

第

２

６

回

で

語

ら

れ

る

な

か

で

、

フ

ッ

ク

の

法

則

の

よ

う

な

自

然

科

学

の

法

則

に

つ

い

て

、

「

法

則

は

、

ひ

と

た

び

探

求

の

指

針

と

し

て

採

用

さ

れ

た

な

ら

ば

、

現

実

世

界

が

そ

の

法

則

に

反

す

る

と

い

う

事

実

に

よ

っ

て

は

け

っ

し

て

反

証

さ

れ

な

い

。

」

（

Ｐ

．

４

６

４

）

「

「

こ

の

法

則

が

維

持

さ

れ

る

よ

う

に

現

実

を

解

釈

せ

よ

」

と

探

求

の

指

針

を

与

え

る

」

（

Ｐ

．

４

６

６

）

「

こ

う

し

た

指

針

は

、

法

則

と

現

実

世

界

の

あ

り

方

が

ず

れ

て

い

る

こ

と

を

、

む

し

ろ

積

極

的

に

認

め

る

。

」

（

Ｐ

．

４

６

６

）

と

さ

れ

て

い

る

。

 

 

探

求

の

指

針

の

文

脈

に

お

い

て

は

、

こ

の

現

実

世

界

の

ず

れ

を

「

抵

抗

」

と

呼

ぶ

の

だ

と

考

え

ら

れ

る

。

つ

ま

り

、

「

抵

抗

」

は

「

死

ん

だ

可

能

性

」

の

う

ち

の

「

探

求

の

指

針

へ

の

疑

い

の

可

能

性

」

と

関

連

が

あ

る

こ

と

は

明

ら

か

だ

。

 



 1

 

し

か

し

、

抵

抗

が

ど

の

よ

う

に

探

求

の

指

針

へ

の

疑

い

を

否

定

さ

せ

る

の

か

、

に

つ

い

て

は

検

討

が

必

要

だ

ろ

う

。

 

 

探

求

の

指

針

と

は

、

非

言

語

体

験

の

場

か

ら

の

抵

抗

に

よ

っ

て

諸

法

則

が

頓

挫

し

な

い

よ

う

に

保

護

す

る

働

き

が

あ

る

と

言

え

る

。

こ

の

抵

抗

の

力

が

、

な

ぜ

、

探

求

の

指

針

を

保

持

さ

せ

る

こ

と

に

な

る

の

か

。

 

 

そ

れ

は

、

こ

の

よ

う

に

説

明

で

き

る

の

で

は

な

い

か

。

 

 

探

求

の

指

針

は

、

他

の

探

求

の

指

針

に

よ

っ

て

置

き

換

え

ら

れ

る

以

外

に

は

否

定

さ

れ

な

い

。

つ

ま

り

、

他

の

探

求

の

指

針

に

よ

っ

て

置

き

換

え

ら

れ

る

の

で

は

な

く

、

そ

れ

以

外

の

や

り

方

で

探

求

の

指

針

を

否

定

し

よ

う

と

す

る

「

探

求

の

指

針

へ

の

疑

い

」

と

は

、

非

言

語

体

験

の

場

か

ら

の

抵

抗

の

力

を

過

大

に

見

積

る

と

い

う

こ

と

に

な

る

。

そ

し

て

、

非

言

語

体

験

の

場

か

ら

の

抵

抗

の

力

を

過

大

に

見

積

る

と

い

う

こ

と

は

、

本

来

の

「

抵

抗

」

の

意

味

合

い

を

否

定

し

て

い

る

と

も

言

え

る

の

で

は

な

い

か

。

 

 

ま

た

別

の

言

い

方

を

す

る

な

ら

ば

、

探

求

の

指

針

は

抵

抗

を

受

け

る

こ

と

を

前

提

に

し

て

い

る

。

仮

に

非

言

語

体

験

の

場

か

ら

の

抵

抗

が

な

け

け

れ

ば

法

則

自

体

が

成

立

し

な

い

の

で

は

な

い

か

。

非

言

語

体

験

の

場

か

ら

の

抵

抗

が

な

い

と

は

、

つ

ま

り

、

勝

手

気

ま

ま

、

と

い

う

状

況

だ

ろ

う

。

そ

の

よ

う

な

状

況

で

、

何

か

法

則

の

よ

う

な

も

の

が

生

ま

れ

、

探

求

の

指

針

と

し

て

位

置

づ

け

ら

れ

る

こ

と

は

あ

り

え

な

い

。

と

い

う

こ

と

は

、

「

抵

抗

」

が

探

求

の

指

針

を

生

み

、

保

持

し

て

い

る

と

も

言

え

る

の

で

は

な

い

か

。

 

 

つ

ま

り

は

、

「

抵

抗

」

の

観

点

か

ら

は

、

「

死

ん

だ

可

能

性

」

と

は

、

「

抵

抗

に

よ

ら

ず

探

求

の

指

針

を

疑

う

可

能

性

」

と

も

言

い

か

え

る

こ

と

が

で

き

る

の

で

は

な

い

か

。
 

 

以

上

を

踏

ま

え

る

と

、

「

非

言

語

体

験

の

場

の

力

」

で

あ

る

「

本

能

的

習

性

」

も

「

抵

抗

」

も

、

「

死

ん

だ

可

能

性

」

（

行

為

空

間

外

の

論

理

空

間

）

に

は

及

ば

な

い

と

言

え

る

の

で

は

な

い

か

。

 

 

で

は

、

何

が

野

矢

の

行

為

空

間

外

の

論

理

空

間

、

つ

ま

り

「

死

ん

だ

可

能

性

」

で

あ

る

論

理

空

間

を

成

立

さ

せ

て

い

る

の

か

。

 

 

こ

こ

で

注

意

し

て

お

き

た

い

こ

と

が

あ

る

。

 

 

こ

れ

ま

で

、

行

為

空

間

と

い

う

語

に

つ

い

て

、

野

矢

の

行

為

空

間

と

私

の

行

為

空

間

性

と

し

て

の

厚

み

の

よ

う

な

も

の

の

ど

ち

ら

を

イ

メ

ー

ジ

す

べ

き

か

を

必

ず

し

も

限

定

し

て

い

な

か

っ

た

。

し

か

し

、

こ

こ

か

ら

は

、

私

の

行

為

空

間

性

の

厚

み

、

つ

ま

り

は

、

あ

る

概

念

の

物

語

の

厚

み

の

よ

う

な

も

の

を

イ

メ

ー

ジ

し

て

頂

き

た

い

。

（

こ

こ

か

ら

、

野

矢

の

部

分

空

間

と

し

て

の

行

為

空

間

と

、

私

の

論

理

空

間

の

厚

み

と

し

て

の

部

分

空

間

性

と

を

分

け

る

必

要

が

出

て

く

る

の

で

、

前

者

を

「

野

矢

の

行

為

空

間

」

、

後

者

を

「

部

分

空

間

性

」

と

す

る

。

）

 

 

そ

う

す

る

と

、

「

死

ん

だ

可

能

性

」

で

あ

る

論

理

空

間

に

も

行

為

空

間

性

、

物

語

が

あ

る

と

い

う

こ

と

を

思

い

出

し

て

欲

し

い

。

 

 

つ

ま

り

は

、

あ

る

物

語

、

こ

れ

ま

で

述

べ

た

こ

と

を

踏

ま

え

れ

ば

、

「

理

由

の

な

い

疑

い

の

物

語

」

と

最

低

限

の

「

以

下

同

様

」

の

物

語

が

、

「

死

ん

だ

可

能

性

」

で

あ

る

野

矢

の

行

為

空

間

の

外

の

論

理

空

間

を

成

立

さ

せ

て

い

る

と

い

う

こ

と

だ

。

 

 

こ

の

よ

う

な

か

た

ち

で

、

野

矢

の

論

理

空

間

の

部

分

空

間

と

し

て

の

行

為

空

間

の

議

論

は

、

形

を

変

え

て

再

登

場

し

て

く

る

の

で

は

な

い

か

。

 

 

【

脱

線

：

理

由

の

な

い

疑

い

の

先

に

あ

る

も

の

】

 

 

野

矢

の

行

為

空

間

つ

ま

り

「

生

き

た

可

能

性

」

を

成

立

さ

せ

る

「

非

言

語

体

験

の

場

の

力

」

と

、

野

矢

の

行

為

空

間

外

の

論

理

空

間

、

つ

ま

り

「

死

ん

だ

可

能

性

」

を

成

立

さ

せ

る

「

理

由

の

な

い

疑

い

の

物

語

」

及

び

「

以

下

同

様

」

と

は

ど

の

よ

う

な

関

係

に

あ

る

の

だ

ろ

う

か

。

 

 

ま

ず

、

明

ら

か

に

言

え

る

こ

と

は

、

前

者

に

は

「

非

言

語

体

験

の

場

の

力

」

が

あ

る

が

、

後

者

に

は

そ

れ

が

欠

け

て

い

る

と

い

う

こ

と

だ

。

ま

た

、

前

者

、

後

者

の

い

ず

れ

に

も

「

以

下

同

様

」

の

物

語

は

あ

る

、

と



 1

い

う

こ

と

も

明

ら

か

に

言

え

る

だ

ろ

う

。

 

 

そ

う

す

る

と

、

問

い

と

し

て

は

、

野

矢

の

行

為

空

間

に

は

、

「

理

由

の

な

い

疑

い

の

物

語

」

は

あ

る

の

だ

ろ

う

か

、

と

い

う

こ

と

に

絞

ら

れ

る

。

 

 

そ

れ

を

考

え

る

た

め

に

は

「

理

由

の

な

い

疑

い

の

物

語

」

と

は

何

か

、

と

い

う

こ

と

を

考

え

る

必

要

が

あ

る

。

 

 

「

こ

の

新

緑

は

グ

ル

ー

で

は

な

い

か

？

」

と

い

う

疑

い

を

例

に

と

ろ

う

。

 

 

「

新

緑

」

概

念

に

は

、

色

々

な

物

語

が

あ

る

だ

ろ

う

。

数

年

前

、

「

家

族

で

ド

ラ

イ

ブ

を

し

て

窓

の

外

か

ら

新

緑

が

見

え

た

」

と

か

、

と

い

っ

た

よ

う

な

。

 

ま

た

、
「

グ

ル

ー

」

概

念

に

も

、
「

新

緑

」

概

念

ほ

ど

で

は

な

い

け

れ

ど

、

い

く

つ

か

の

物

語

が

あ

る

だ

ろ

う

。

「

野

矢

先

生

の

本

で

グ

ル

ー

の

こ

と

が

説

明

さ

れ

て

い

た

。

」

と

い

っ

た

よ

う

な

物

語

だ

。

ま

た

、

こ

こ

で

の

一

番

大

事

な

物

語

で

あ

る

「

こ

の

新

緑

は

グ

ル

ー

で

は

な

い

か

？

」

と

い

う

物

語

も

あ

る

。

 

 

ま

ず

、

確

認

し

て

お

き

た

い

の

は

、

「

こ

の

新

緑

は

グ

ル

ー

で

は

な

い

か

？

」

と

い

う

物

語

以

外

の

物

語

の

豊

か

さ

、

つ

ま

り

、

新

緑

、

グ

ル

ー

の

そ

れ

ぞ

れ

の

概

念

に

、

「

家

族

で

ド

ラ

イ

ブ

を

し

て

窓

の

外

か

ら

新

緑

が

見

え

た

」

と

い

う

よ

う

な

物

語

が

ど

れ

く

ら

い

あ

る

か

は

、
「

こ

の

新

緑

は

グ

ル

ー

で

は

な

い

か

？

」

と

い

う

物

語

に

は

関

係

が

な

い

と

い

う

こ

と

だ

。

概

念

の

厚

み

、

豊

か

さ

は

物

語

の

豊

か

さ

の

こ

と

で

あ

る

が

、

ど

れ

だ

け

物

語

を

構

成

す

る

概

念

に

厚

み

が

あ

っ

た

と

し

て

も

、

物

語

が

厚

み

を

持

つ

訳

で

も

な

い

。

「

こ

の

新

緑

は

グ

ル

ー

で

は

な

い

か

？

」

と

問

う

場

合

で

も

、

私

が

見

た

こ

と

が

あ

る

か

ど

う

か

怪

し

い

エ

メ

ラ

ル

ド

に

つ

い

て

「

こ

の

エ

メ

ラ

ル

ド

は

グ

ル

ー

で

は

な

い

か

？

」

と

問

う

場

合

で

も

、

物

語

と

し

て

の

豊

か

さ

に

差

は

な

い

。

 

 

で

は

、

物

語

自

体

の

豊

か

さ

、

厚

み

、

つ

ま

り

は

内

容

は

何

に

裏

打

ち

さ

れ

て

い

る

の

だ

ろ

う

か

。

通

常

の

物

語

で

あ

れ

ば

、

「

非

言

語

体

験

の

場

の

力

」

と

簡

単

に

言

え

る

で

あ

ろ

う

。
 

 

そ

れ

で

は

「

理

由

の

な

い

疑

い

の

物

語

」

は

ど

う

だ

ろ

う

。

 

 

私

は

、

「

理

由

の

な

い

疑

い

の

物

語

」

は

内

容

の

な

い

空

虚

な

物

語

で

あ

る

と

し

か

言

え

な

い

。

 

 

内

容

の

な

い

空

虚

な

物

語

が

「

疑

い

」

だ

け

を

持

っ

て

い

る

。

そ

う

と

し

か

言

え

な

い

。
 

 

た

だ

、

逆

に

言

え

ば

、

「

疑

い

」

だ

け

は

残

っ

て

い

る

と

も

言

え

る

。

 

 

私

は

、

こ

の

疑

い

を

、

文

末

に

付

く

「

？

」

で

あ

る

と

捉

え

た

い

。

つ

ま

り

は

「

こ

の

新

緑

は

グ

ル

ー

で

は

な

い

か

？

」

の

実

態

は

「

？

」

で

あ

り

、

す

べ

て

の

「

理

由

の

な

い

疑

い

の

物

語

」

は

「

？

」

で

置

き

換

え

ら

れ

る

と

い

う

こ

と

だ

。

 

 

そ

し

て

、

最

初

の

問

い

に

戻

る

こ

と

に

す

る

。

野

矢

の

行

為

空

間

に

は

、

「

理

由

の

な

い

疑

い

の

物

語

」

は

あ

る

の

か

。

 

 

こ

れ

は

、

つ

ま

り

、

野

矢

の

行

為

空

間

に

は

「

？

」

は

あ

る

の

か

。

と

い

う

問

い

と

な

る

。

 

 

野

矢

の

行

為

空

間

に

「

？

」

を

探

し

て

み

る

と

、

「

理

由

の

あ

る

疑

い

の

物

語

」

の

な

か

に

「

？

」

が

あ

る

こ

と

が

わ

か

る

。

例

え

ば

、

「

こ

の

ミ

カ

ン

は

腐

っ

て

い

る

の

で

は

な

い

か

？

」

と

い

う

よ

う

な

物

語

に

「

？

」

は

あ

る

。

そ

し

て

、

こ

の

疑

い

に

は

、

「

こ

の

ミ

カ

ン

は

黒

く

な

っ

て

い

る

。

」

「

黒

く

な

っ

て

い

る

ミ

カ

ン

は

腐

っ

て

い

る

場

合

が

多

い

」

と

い

う

よ

う

な

理

由

の

物

語

が

付

加

さ

れ

て

い

る

た

め

理

由

の

あ

る

疑

い

と

な

っ

て

い

る

。

 

 

で

は

、

「

理

由

の

な

い

疑

い

の

物

語

」

に

お

け

る

「

？

」

と

は

何

な

の

だ

ろ

う

か

。

 

 

「

こ

の

ミ

カ

ン

は

腐

っ

て

い

る

の

で

は

な

い

か

？

」

で

言

え

ば

、

「

こ

の

ミ

カ

ン

は

腐

っ

て

い

る

。

」

の

平

叙

文

に

「

？

」

を

付

加

す

る

こ

と

で

、

「

こ

の

ミ

カ

ン

は

腐

っ

て

い

る

の

で

は

な

い

か

？

」

と

い

う

疑

問

文

に

な

る

。

こ

の

疑

問

文

に

す

る

働

き

が

「

？

」

の

働

き

で

あ

る

と

言

え

る

だ

ろ

う

。

 

 

そ

れ

で

は

、

疑

問

文

に

す

る

働

き

と

は

何

な

の

か

。

 

 

そ

れ

は

、

平

叙

文

か

ら

否

定

文

を

つ

く

り

、

両

方

を

見

渡

す

立

場

に

立

つ

と

い

う

こ

と

だ

と

思

う

。
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「

こ

の

ミ

カ

ン

は

腐

っ

て

い

る

。

」

か

ら

「

こ

の

ミ

カ

ン

は

腐

っ

て

い

な

い

。

」

を

つ

く

り

、

「

こ

の

ミ

カ

ン

は

腐

っ

て

い

る

か

も

し

れ

な

い

し

、

腐

っ

て

い

な

い

か

も

し

れ

な

い

。

」

の

立

場

に

立

つ

と

い

う

こ

と

だ

。

 

 

こ

こ

で

重

要

な

こ

と

は

、

「

こ

の

ミ

カ

ン

は

腐

っ

て

い

る

か

も

し

れ

な

い

し

、

腐

っ

て

い

な

い

か

も

し

れ

な

い

。

」

の

立

場

に

あ

る

か

ら

こ

そ

、

「

こ

の

ミ

カ

ン

は

腐

っ

て

い

る

。

」

や

「

こ

の

ミ

カ

ン

は

腐

っ

て

い

な

い

。

」

と

言

え

る

と

い

う

こ

と

で

あ

る

。

「

こ

の

ミ

カ

ン

は

腐

っ

て

い

る

か

も

し

れ

な

い

し

、

腐

っ

て

い

な

い

か

も

し

れ

な

い

。

」

の

立

場

に

立

た

ず

「

こ

の

ミ

カ

ン

は

腐

っ

て

い

な

い

。

」

こ

と

が

な

い

な

ら

ば

、

「

こ

の

ミ

カ

ン

は

腐

っ

て

い

る

。

」

と

言

う

こ

と

が

で

き

な

い

。

 

 

こ

の

こ

と

に

対

し

て

は

、

「

女

子

学

生

は

男

子

で

あ

る

。

」

こ

と

は

な

い

が

、

そ

れ

で

も

「

女

子

学

生

は

女

子

で

あ

る

。

」

と

言

う

こ

と

は

（

必

要

は

な

く

て

も

）

で

き

る

の

で

は

な

い

か

、

と

い

う

反

論

が

あ

あ

る

か

も

し

れ

な

い

。

 

し

か

し

、

そ

う

い

う

こ

と

で

は

な

い

。

こ

の

場

合

で

も

「

女

子

学

生

が

男

子

で

あ

る

か

も

し

れ

な

い

し

、

女

子

で

あ

る

か

も

し

れ

な

い

。

」

の

立

場

に

一

旦

立

っ

た

か

ら

こ

そ

、

そ

の

よ

う

な

こ

と

を

言

え

る

の

で

あ

る

。

 

 

私

は

こ

れ

こ

そ

が

、

言

語

化

の

働

き

で

あ

る

と

思

う

。

 

 

つ

ま

り

は

、

疑

問

文

に

す

る

働

き

「

？

」

と

は

、

言

語

化

の

働

き

の

こ

と

な

の

で

あ

る

。

 

 

そ

う

す

る

と

、

平

叙

文

で

あ

っ

て

も

、

言

語

化

し

た

物

語

と

し

て

語

る

こ

と

は

、

言

語

化

の

働

き

、

つ

ま

り

疑

問

文

に

す

る

働

き

「

？

」

が

加

わ

っ

て

い

る

と

い

う

こ

と

に

な

る

。

繰

り

返

し

の

例

と

な

る

が

、

「

こ

の

ミ

カ

ン

は

腐

っ

て

い

る

。

」

と

語

る

こ

と

は

、

明

示

は

し

て

い

な

く

て

も

、

丁

寧

に

言

え

ば

、

「

こ

の

ミ

カ

ン

は

腐

っ

て

い

る

か

？

こ

の

ミ

カ

ン

は

腐

っ

て

い

る

か

も

し

れ

な

い

し

、

腐

っ

て

い

な

い

か

も

し

れ

な

い

。

し

か

し

、

理

由

の

物

語

を

鑑

み

る

と

、

こ

の

ミ

カ

ン

は

腐

っ

て

い

る

。

」

と

語

っ

て

い

る

こ

と

な

の

で

あ

る

。

 

 

そ

う

す

る

と

、

す

べ

て

の

物

語

は

、

言

語

化

の

働

き

で

あ

り

疑

問

文

に

す

る

働

き

で

あ

る

「

？

」

を

含

ん

で

お

り

、

「

理

由

の

な

い

疑

い

の

物

語

」

は

、

「

「

非

言

語

体

験

の

場

の

力

」

を

欠

き

、

「

？

」

だ

け

が

露

出

さ

れ

た

特

殊

な

物

語

だ

と

い

う

こ

と

に

な

る

。

 

 

【

比

喩

の

限

界

】

 

 

と

、

こ

こ

ま

で

読

ん

で

き

て

、

読

者

が

感

じ

る

だ

ろ

う

、

こ

の

文

章

の

最

も

大

き

な

欠

点

は

、

イ

メ

ー

ジ

に

訴

え

た

比

喩

が

多

い

こ

と

だ

と

思

う

。

 

 

し

か

し

、

こ

れ

は

、

「

語

り

え

な

い

も

の

」

に

つ

い

て

比

喩

を

用

い

る

こ

と

で

語

ろ

う

と

し

て

い

る

と

い

う

こ

の

文

章

の

性

格

上

、

あ

る

程

度

は

や

む

を

得

な

い

も

の

だ

と

思

っ

て

い

る

。

 

 

こ

こ

で

注

意

し

な

け

れ

ば

い

け

な

い

の

は

、

比

喩

は

比

喩

で

し

か

な

い

、

と

い

う

こ

と

だ

。

そ

の

よ

う

な

意

味

で

は

、

こ

の

文

章

は

、

本

当

に

語

る

べ

き

こ

と

の

ス

ケ

ッ

チ

、

本

当

に

語

る

べ

き

こ

と

の

予

告

編

と

な

ら

ざ

る

を

得

な

い

。

 

 

そ

の

誤

り

は

、

野

矢

が

行

為

空

間

の

内

外

と

い

う

議

論

を

提

出

し

た

時

点

で

始

ま

っ

て

い

る

だ

ろ

う

。

 

 

野

矢

は

、

第

１

３

回

に

お

い

て

、

論

理

空

間

成

立

の

基

礎

と

し

て

の

「

以

下

同

様

」

の

力

を

強

調

し

て

い

る

。

論

理

空

間

に

概

念

が

成

立

す

る

基

礎

と

し

て

、

「

以

下

同

様

」

の

力

が

必

要

だ

と

い

う

こ

と

だ

。

 

 

一

方

で

、

Ｐ

．

２

２

３

で

は

「

行

為

空

間

に

お

い

て

初

め

て

、

「

以

下

同

様

」

と

い

う

言

葉

は

効

力

を

持

つ

。

」

と

し

て

い

る

。

 

 

と

す

る

と

、

野

矢

の

目

玉

焼

き

の

図

式

に

お

け

る

黄

身

（

行

為

空

間

）

と

白

身

（

行

為

空

間

外

の

論

理

空

間

）

の

う

ち

の

白

身

に

は

、

「

以

下

同

様

」

は

及

ば

ず

、

論

理

空

間

は

成

立

し

な

い

こ

と

と

な

る

。

 

 

そ

う

す

る

と

、

野

矢

の

論

理

空

間

に

お

け

る

行

為

空

間

の

内

外

と

い

う

議

論

は

成

立

し

な

く

な

る

。

 

 

こ

れ

は

お

か

し

い

。

こ

の

図

式

を

描

く

た

め

に

は

最

初

か

ら

「

以

下

同

様

」

を

先

取

り

し

て

い

な

く

て

は

い

け

な

い

。
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ま

た

、

同

様

の

こ

と

は

、

概

念

の

習

得

に

お

け

る

行

為

空

間

の

変

化

の

場

面

で

も

現

れ

る

。

 

 

「

以

下

同

様

」

が

行

為

空

間

性

に

依

拠

す

る

な

ら

ば

、

ど

う

し

て

、

あ

る

時

点

の

行

為

空

間

と

、

あ

る

時

点

の

行

為

空

間

を

比

較

し

、

そ

こ

に

変

化

を

み

て

と

る

こ

と

が

で

き

る

の

か

。

あ

る

時

点

の

行

為

空

間

と

、

あ

る

時

点

の

行

為

空

間

と

を

同

じ

行

為

空

間

と

捉

え

る

と

い

う

こ

と

は

、

「

こ

こ

に

現

れ

て

い

る

空

間

を

行

為

空

間

と

し

ま

す

。

以

下

同

様

に

、

そ

う

解

釈

し

ま

す

。

」

と

い

う

規

則

が

働

い

て

い

る

と

い

う

こ

と

で

は

な

い

の

か

。

そ

し

て

、

そ

の

こ

と

は

、

当

然

、

行

為

空

間

内

で

語

る

こ

と

は

で

き

な

い

。

 

 

そ

の

問

題

は

、

私

の

立

体

地

図

ま

た

は

岩

（

肉

）

の

比

喩

も

同

じ

だ

。

 

 

立

体

地

図

や

岩

（

肉

）

と

い

う

一

塊

り

と

し

て

見

る

に

は

、

あ

る

種

の

規

則

性

が

必

要

だ

。

 

 

私

は

、

「

物

語

」

の

塊

と

し

た

が

、

あ

る

「

物

語

Ａ

」

を

別

の

「

物

語

Ｂ

」

と

、

「

物

語

」

と

い

う

面

で

は

同

じ

だ

と

い

う

こ

と

で

集

め

て

塊

と

す

る

と

い

う

こ

と

は

、

既

に

「

「

物

語

」

と

判

断

さ

れ

る

も

の

に

つ

い

て

は

塊

に

し

て

集

め

ま

す

。

以

下

同

様

に

、

そ

う

解

釈

し

ま

す

。

」

と

い

う

規

則

が

働

い

て

い

る

と

い

う

こ

と

で

は

な

い

の

か

。

 

 

そ

う

す

る

と

岩

（

肉

）

と

い

う

物

語

の

塊

の

な

か

に

、

「

以

下

同

様

」

の

物

語

が

あ

る

、

な

ど

と

い

う

こ

と

は

言

え

な

く

な

る

。

ま

た

、

塊

を

俯

瞰

的

に

見

て

切

断

な

ど

の

作

業

を

行

う

と

い

う

こ

と

は

あ

り

え

な

い

。

 

 

こ

の

よ

う

に

、

模

式

化

し

た

説

明

と

い

う

も

の

は

、

模

式

化

し

て

説

明

を

行

う

こ

と

、

そ

れ

自

体

で

「

以

下

同

様

」

の

力

を

招

き

入

れ

ざ

る

を

得

な

い

。

よ

っ

て

、

模

式

化

し

て

「

以

下

同

様

」

を

語

る

こ

と

は

で

き

な

い

。

 

 

そ

れ

が

、

こ

の

比

喩

の

限

界

な

の

か

も

し

れ

な

い

。

 

 

【

以

下

同

様

 

ま

た

は

 

時

間

】

 

 

し

か

し

、

そ

こ

に

は

ま

だ

語

る

べ

き

こ

と

が

あ

る

。

 

  

こ

の

比

喩

を

成

立

さ

せ

る

た

め

に

は

、

「

以

下

同

様

」

を

先

取

り

す

る

以

外

に

、

も

う

ひ

と

つ

の

や

り

方

が

あ

る

。

 

 

そ

れ

は

、

「

無

時

間

性

」

を

認

め

る

と

い

う

ア

プ

ロ

ー

チ

だ

。

 

 

と

い

う

か

、

「

時

間

」

の

導

入

と

「

以

下

同

様

」

の

導

入

は

セ

ッ

ト

な

の

で

は

な

い

か

。

 

 

最

初

の

「

猫

」

と

い

う

発

話

と

、

次

の

「

猫

」

と

い

う

発

話

は

違

う

と

い

う

前

提

が

あ

る

か

ら

こ

そ

、

「

以

下

同

様

」

が

必

要

と

な

る

。

そ

こ

で

、

時

間

の

流

れ

を

否

定

し

た

場

合

、

最

初

の

「

猫

」

と

い

う

発

話

と

、

次

の

「

猫

」

と

い

う

発

話

は

不

可

分

と

な

り

、

同

じ

も

の

と

な

ら

ざ

る

を

得

な

い

。

 

 

「

時

間

」

を

認

め

る

道

と

認

め

な

い

道

と

で

、

ど

ち

ら

を

と

る

べ

き

な

の

か

。

 

 

そ

こ

に

、

も

う

一

つ

の

語

り

え

な

い

も

の

を

語

ろ

う

と

す

る

道

筋

が

あ

る

の

で

は

な

い

か

と

思

う

。

 


