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「

私

の

哲

学

」

 

～

私

が

哲

学

的

な

文

章

を

書

き

、

あ

な

た

に

伝

達

し

て

い

る

こ

と

に

つ

い

て

語

る

～

 

 

１

 

は

じ

め

に

 

１

の

１

 

は

じ

め

に

 

 

こ

の

文

章

に

お

い

て

、

私

は

、

哲

学

と

い

う

も

の

自

体

に

つ

い

て

、

哲

学

と

は

「

伝

達

」

さ

れ

る

も

の

で

あ

る

、

と

い

う

側

面

か

ら

捉

え

考

察

を

行

う

。

 

 

そ

し

て

、

こ

の

私

が

書

い

て

い

る

文

章

自

体

も

含

め

た

世

の

哲

学

と

さ

れ

る

も

の

が

伝

達

さ

れ

て

い

る

と

い

う

こ

と

に

つ

い

て

検

討

を

行

い

、

「

伝

達

」

自

体

を

脅

か

し

う

る

独

我

論

の

よ

う

な

懐

疑

主

義

的

な

考

え

方

と

対

峙

し

た

い

。

そ

し

て

、

懐

疑

主

義

的

な

考

え

方

を

ど

こ

ま

で

乗

り

越

え

る

こ

と

が

で

き

、

乗

り

越

え

た

先

に

は

何

が

あ

る

の

か

、

と

い

う

よ

う

に

検

討

を

進

め

て

い

き

た

い

。

 

 

哲

学

自

体

を

述

べ

る

と

い

う

こ

と

自

体

が

明

ら

か

に

大

風

呂

敷

を

広

げ

て

し

ま

っ

て

い

る

し

、

ま

た

、

こ

の

文

章

を

書

い

て

い

る

と

い

う

こ

と

自

体

に

つ

い

て

検

討

す

る

と

い

う

自

己

言

及

的

な

議

論

を

進

め

て

い

く

こ

と

の

困

難

も

あ

る

だ

ろ

う

。

し

か

し

、

哲

学

と

は

「

伝

達

」

さ

れ

る

も

の

で

あ

る

と

い

う

見

地

か

ら

議

論

を

限

定

す

る

こ

と

に

よ

り

、

少

な

く

と

も

私

自

身

に

と

っ

て

は

、

何

ら

か

の

書

か

れ

る

意

義

が

認

め

ら

れ

る

文

章

と

す

る

こ

と

が

で

き

る

の

で

は

な

い

か

と

考

え

て

い

る

。

 

 

１

の

２

 

哲

学

の

捉

え

方

・

私

の

哲

学

 

 

そ

れ

で

は

、

ま

ず

は

『

哲

学

と

は

「

伝

達

」

さ

れ

る

も

の

で

あ

る

』

と

い

う

ア

イ

デ

ィ

ア

を

導

入

す

る

た

め

、

哲

学

と

い

う

も

の

に

対

し

て

抱

い

て

い

る

私

の

疑

問

に

つ

い

て

語

る

と

こ

ろ

か

ら

、

始

め

る

こ

と

と

し

た

い

。

 

 

私

が

哲

学

と

言

わ

れ

る

も

の

に

本

気

で

触

れ

る

よ

う

に

な

っ

て

か

ら

数

年

が

経

ち

、

自

分

な

り

に

少

し

ず

つ

哲

学

と

い

う

も

の

を

消

化

し

つ

つ

あ

る

と

思

っ

て

い

る

が

、

ど

う

し

て

も

消

化

で

き

な

い

疑

問

が

あ

る

。

 

 

私

は

、

哲

学

の

歴

史

の

大

ま

か

な

流

れ

を

学

ん

だ

と

き

、

そ

の

歴

史

に

お

い

て

、

哲

学

上

、

Ａ

と

い

う

主

張

が

あ

り

、

そ

れ

を

否

定

す

る

Ｂ

と

い

う

主

張

が

あ

る

に

も

関

わ

ら

ず

、

い

ず

れ

も

淘

汰

さ

れ

ず

、

両

方

の

主

張

が

併

存

し

て

き

た

と

い

う

こ

と

が

と

て

も

不

思

議

だ

っ

た

。

例

え

ば

「

神

は

い

る

。

」

と

い

う

主

張

が

一

方

で

あ

り

、

「

神

は

い

な

い

。

」

と

い

う

主

張

が

一

方

で

あ

れ

ば

、

結

論

は

そ

の

い

ず

れ

か

で

は

な

い

の

か

。

あ

る

い

は

、

そ

の

両

者

を

乗

り

越

え

て

新

た

な

問

い

が

設

定

さ

れ

る

よ

う

な

か

た

ち

で

整

理

さ

れ

る

の

で

は

な

い

か

。

哲

学

と

い

う

同

じ

土

俵

で

議

論

を

し

た

か

ら

に

は

、

い

ず

れ

か

に

軍

配

が

あ

が

り

、

何

ら

か

の

当

面

の

決

着

が

つ

く

の

で

は

な

い

か

。

と

い

う

疑

問

だ

。

そ

し

て

、

そ

の

疑

問

は

今

で

も

拭

え

な

い

。

多

分

、

私

は

ど

こ

か

で

、

学

問

を

学

ぶ

と

は

、

法

学

に

お

い

て

通

説

、

有

力

説

等

々

を

学

ぶ

の

と

同

じ

よ

う

に

、

現

時

点

で

の

当

面

の

結

論

と

、

そ

の

結

論

に

至

っ

た

議

論

の

経

緯

を

学

ぶ

こ

と

だ

と

い

う

イ

メ

ー

ジ

を

刷

り

込

ま

れ

て

し

ま

っ

て

い

る

の

だ

ろ

う

。

 

 

し

か

し

今

で

は

、

私

に

だ

っ

て

、

実

際

は

そ

う

で

は

な

い

こ

と

は

わ

か

っ

て

い

る

。

も

し

、

哲

学

に

詳

し

い

人

に

向

か

っ

て

今

述

べ

た

よ

う

な

こ

と

を

言

え

ば

、

何

を

勝

手

に

思

い

込

み

で

決

め

付

け

て

い

る

の

だ

、

哲

学

に

対

す

る

大

き

な

誤

解

だ

、

な

ど

と

言

わ

れ

る

だ

ろ

う

こ

と

も

わ

か

っ

て

い

る

。

哲

学

の

大

問



 2 

題

は

、

少

な

く

と

も

簡

単

に

は

答

え

は

出

な

い

。

と

い

う

か

哲

学

者

の

数

だ

け

答

え

が

あ

る

と

言

っ

た

方

が

い

い

の

か

も

し

れ

な

い

。

そ

し

て

、

大

事

な

こ

と

だ

が

、

哲

学

者

に

と

っ

て

は

、

自

ら

の

営

み

が

哲

学

と

呼

ば

れ

る

か

ど

う

か

な

ど

、

ど

う

で

も

よ

い

の

だ

ろ

う

。

た

だ

、

ひ

た

す

ら

自

ら

の

心

が

お

も

む

く

ま

ま

に

探

求

し

た

も

の

が

、

た

ま

た

ま

哲

学

と

呼

ば

れ

て

い

る

と

い

う

こ

と

な

の

だ

ろ

う

。

（

そ

う

い

う

意

味

で

は

哲

学

者

は

、

科

学

者

よ

り

も

芸

術

家

に

似

て

い

る

の

か

も

し

れ

な

い

。

）

だ

か

ら

、

そ

も

そ

も

哲

学

か

ど

う

か

な

ど

、

ど

う

で

も

い

い

問

題

な

の

だ

。

 

 

そ

れ

で

も

い

い

の

か

も

し

れ

な

い

。

と

い

う

か

、

本

来

、

そ

う

あ

る

べ

き

な

の

か

も

し

れ

な

い

。

そ

の

よ

う

な

自

由

な

営

み

で

あ

る

哲

学

と

い

う

も

の

を

定

義

し

た

り

ル

ー

ル

を

設

け

た

り

し

て

、

何

か

を

決

め

付

け

て

し

ま

う

と

い

う

こ

と

は

、

哲

学

の

力

に

何

か

制

限

を

加

え

る

こ

と

に

な

っ

て

し

ま

う

よ

う

に

も

思

わ

れ

る

。

 

 

こ

の

よ

う

に

、

私

は

わ

か

っ

て

は

い

る

が

、

戸

惑

い

続

け

て

い

る

。

哲

学

は

、

私

が

こ

れ

ま

で

触

れ

て

き

た

学

問

と

は

全

く

ス

タ

ン

ス

が

違

っ

て

い

る

。

私

に

は

、

ど

う

し

て

も

、

哲

学

と

い

う

の

は

何

も

体

系

付

け

ら

れ

て

お

ら

ず

、

要

は

言

い

た

い

放

題

な

の

で

は

な

い

か

、

と

い

う

戸

惑

い

を

捨

て

去

る

こ

と

が

で

き

な

い

。

 

 

そ

れ

で

は

、

哲

学

が

哲

学

者

ご

と

に

異

な

る

哲

学

と

し

て

併

存

し

、

い

わ

ば

言

い

た

い

放

題

と

で

も

言

え

る

よ

う

な

状

況

に

あ

る

の

は

何

故

な

の

だ

ろ

う

。

 

そ

の

理

由

は

、

簡

単

に

言

え

ば

、

哲

学

が

語

ら

れ

る

以

前

の

、

哲

学

者

ご

と

に

持

っ

て

い

る

思

考

の

枠

組

み

や

方

向

性

、

問

題

意

識

の

よ

う

な

も

の

が

、

哲

学

者

ご

と

に

全

く

異

な

る

か

ら

で

は

な

い

か

と

思

わ

れ

る

。

 

 

こ

こ

で

、

思

考

の

枠

組

み

や

方

向

性

と

述

べ

た

も

の

が

何

な

の

か

を

明

確

に

示

す

こ

と

は

避

け

る

こ

と

に

す

る

。

な

ぜ

な

ら

、

「

哲

学

に

よ

り

哲

学

以

前

の

も

の

に

つ

い

て

定

義

す

る

。

」

と

い

う

、

こ

の

文

章

で

述

べ

よ

う

と

し

て

い

る

こ

と

と

は

別

の

哲

学

的

な

問

題

に

入

り

込

ん

で

し

ま

う

か

ら

だ

。

 

そ

こ

で

、

こ

の

文

章

で

は

思

考

の

枠

組

み

や

方

向

性

と

述

べ

た

も

の

を

、

あ

い

ま

い

な

か

た

ち

で

、

幅

広

く

「

哲

学

の

捉

え

方

」

と

名

付

け

る

こ

と

に

す

る

。

つ

ま

り

、

哲

学

者

の

間

で

「

哲

学

の

捉

え

方

」

が

異

な

る

か

ら

、

同

じ

土

俵

で

の

議

論

に

な

ら

ず

、

異

な

る

哲

学

が

併

存

し

て

い

る

と

い

う

こ

と

な

の

か

、

と

い

う

こ

と

だ

。

 

 

私

は

、

こ

の

「

哲

学

の

捉

え

方

」

と

い

う

こ

と

の

意

識

が

、

こ

れ

ま

で

の

哲

学

に

お

い

て

は

希

薄

だ

っ

た

よ

う

に

思

え

る

。

よ

っ

て

、

「

哲

学

の

捉

え

方

」

を

意

識

す

る

と

こ

ろ

か

ら

検

討

を

始

め

る

こ

と

と

し

た

い

。

 

 

念

の

た

め

言

っ

て

お

き

た

い

が

、

私

も

、

こ

の

「

哲

学

の

捉

え

方

」

と

い

う

ア

イ

デ

ィ

ア

が

哲

学

と

い

う

も

の

自

体

の

意

味

合

い

を

変

え

る

、

と

い

う

よ

う

な

誇

大

妄

想

は

抱

い

て

い

な

い

。

な

ぜ

な

ら

、

「

哲

学

の

捉

え

方

」

を

意

識

す

る

と

い

う

こ

と

は

、

要

は

、

哲

学

者

ご

と

に

異

な

る

哲

学

が

併

存

す

る

と

い

う

こ

と

を

認

め

る

と

い

う

結

論

を

導

く

も

の

で

あ

る

が

、

普

通

の

哲

学

者

で

あ

れ

ば

、

既

に

、

異

な

る

哲

学

が

併

存

し

て

い

る

状

況

を

認

め

て

い

る

か

ら

だ

。

つ

ま

り

、

私

が

「

哲

学

の

捉

え

方

」

を

意

識

し

て

た

ど

り

つ

く

と

こ

ろ

に

、

普

通

で

あ

れ

ば

既

に

た

ど

り

つ

い

て

い

る

。

よ

っ

て

、

「

哲

学

の

捉

え

方

」

を

意

識

す

る

か

ど

う

か

は

、

他

の

哲

学

者

が

至

っ

た

哲

学

の

到

達

点

に

何

も

影

響

し

な

い

。

 



 3 

 

こ

の

こ

と

は

、

別

の

言

い

方

と

し

て

、

私

が

「

哲

学

の

捉

え

方

」

に

問

題

意

識

を

持

つ

と

い

う

こ

と

は

、

ど

こ

に

問

題

意

識

を

持

つ

か

と

い

う

、

哲

学

者

ご

と

に

異

な

る

バ

リ

エ

ー

シ

ョ

ン

の

一

つ

に

過

ぎ

な

い

、

と

も

言

え

る

。

私

は

た

ま

た

ま

「

哲

学

の

捉

え

方

」

に

問

題

意

識

を

持

つ

と

い

う

「

哲

学

の

捉

え

方

」

を

し

た

と

い

う

こ

と

だ

。

 

 

つ

ま

り

、

「

哲

学

の

捉

え

方

」

に

問

題

意

識

を

持

つ

と

い

う

こ

と

は

、

い

わ

ゆ

る

哲

学

に

と

っ

て

は

決

し

て

重

要

な

こ

と

で

は

な

い

が

、

私

に

と

っ

て

の

哲

学

に

は

重

要

な

こ

と

な

の

だ

。

 

 

こ

の

よ

う

に

「

哲

学

の

捉

え

方

」

に

問

題

意

識

を

持

つ

と

い

う

哲

学

の

捉

え

方

を

す

る

こ

と

を

、

私

に

と

っ

て

の

哲

学

の

出

発

点

と

し

た

い

。

そ

し

て

、

私

に

と

っ

て

は

、

こ

こ

か

ら

書

き

始

め

る

哲

学

的

な

文

章

は

、

私

の

「

哲

学

の

捉

え

方

」

に

基

づ

い

て

い

る

と

い

う

意

味

で

、

他

の

ど

の

哲

学

と

も

違

う

、

特

別

な

哲

学

で

あ

る

の

だ

か

ら

、

こ

の

哲

学

を

「

私

の

哲

学

」

と

カ

ッ

コ

で

括

っ

て

用

い

る

こ

と

と

し

た

い

。

 

 

よ

っ

て

、

こ

れ

か

ら

は

一

般

的

な

哲

学

に

お

け

る

「

哲

学

の

捉

え

方

」

で

は

な

く

、

「

私

の

哲

学

」

に

お

け

る

、

「

私

の

哲

学

」

の

捉

え

方

に

つ

い

て

述

べ

て

い

く

こ

と

に

な

る

。

 

 

２

 

伝

達

 

２

の

１

 

哲

学

の

形

式

的

な

捉

え

方

 

 

私

が

「

私

の

哲

学

」

を

捉

え

て

い

く

に

あ

た

っ

て

重

視

す

る

こ

と

は

、

こ

の

、

い

わ

ば

言

い

た

い

放

題

と

で

も

言

え

る

よ

う

な

哲

学

の

力

を

極

力

損

な

わ

な

い

よ

う

に

、

慎

重

に

哲

学

を

捉

え

た

い

と

い

う

こ

と

だ

。

 

 

私

に

と

っ

て

哲

学

と

は

、

飼

い

な

ら

す

こ

と

の

で

き

な

い

猛

獣

の

よ

う

に

例

え

ら

れ

る

。

そ

の

野

生

の

力

を

損

な

わ

な

い

ま

ま

手

に

入

れ

る

た

め

に

は

、

猛

獣

が

、

自

ら

が

囲

ま

れ

て

い

る

こ

と

を

気

付

か

な

い

よ

う

な

大

き

な

檻

を

準

備

す

る

し

か

な

い

。

こ

れ

が

イ

メ

ー

ジ

と

し

て

の

哲

学

の

理

想

的

な

捉

え

方

で

あ

る

。

で

は

、

具

体

的

に

は

ど

の

よ

う

に

捉

え

る

べ

き

な

の

だ

ろ

う

か

。

 

 

一

般

的

に

、

哲

学

を

捉

え

る

に

あ

た

っ

て

は

、

「

ど

の

よ

う

な

内

容

の

も

の

で

あ

れ

ば

哲

学

と

呼

ぶ

こ

と

が

で

き

る

の

か

。

」

と

い

う

よ

う

な

内

容

的

な

捉

え

方

と

、

「

ど

の

よ

う

な

形

式

の

も

の

で

あ

れ

ば

哲

学

と

呼

ぶ

こ

と

が

で

き

る

の

か

。

」

と

い

う

よ

う

な

形

式

的

な

捉

え

方

の

２

通

り

の

ア

プ

ロ

ー

チ

が

あ

る

と

思

わ

れ

る

。

 

 

そ

し

て

、

こ

れ

ま

で

哲

学

自

体

を

対

象

に

考

察

す

る

に

あ

た

っ

て

は

、

西

洋

哲

学

と

東

洋

哲

学

の

違

い

で

あ

る

と

か

、

思

想

と

哲

学

と

の

違

い

で

あ

る

と

か

、

と

い

う

よ

う

に

、

そ

の

内

容

か

ら

、

内

容

的

な

ア

プ

ロ

ー

チ

で

語

ら

れ

る

こ

と

が

多

か

っ

た

よ

う

に

思

う

。

し

か

し

、

私

は

、

慎

重

に

哲

学

を

捉

え

る

と

い

う

観

点

か

ら

、

形

式

的

な

ア

プ

ロ

ー

チ

を

と

り

、

世

の

中

で

哲

学

と

さ

れ

う

る

も

の

は

全

て

哲

学

で

あ

る

と

し

た

い

。

こ

れ

な

ら

ば

、

哲

学

の

力

を

取

り

逃

が

す

こ

と

は

な

い

の

で

は

な

い

だ

ろ

う

か

。

 

 

な

お

、

こ

の

文

章

に

お

い

て

は

、

「

形

式

的

」

と

い

う

用

語

に

つ

い

て

、

外

か

ら

誰

で

も

観

察

で

き

る

、

と

い

う

程

度

の

意

味

合

い

で

使

っ

て

い

る

。

そ

し

て

、

「

形

式

的

」

な

捉

え

方

で

あ

れ

ば

、

極

力

、

幅

広

い

合

意

が

得

ら

れ

る

と

考

え

て

い

る

。

例

え

ば

、

犬

と

い

う

も

の

に

つ

い

て

説

明

し

よ

う

と

す

る

と

き

、

「

賢

く

て

」

と

か

「

哺

乳

類

で

」

と

い

う

よ

う

な

、

人

に

よ

っ

て

は

誤

解

が

あ

り

う

る

、

外

か

ら

観

察

で

き

な

い

側

面

か

ら

説

明

す

る

よ

り

も

、

「

４

本

足

で

」

と

か

「

毛

が

生

え

て

い

て

」

と

い

う

よ

う

な

外

か
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ら

観

察

で

き

る

側

面

か

ら

説

明

を

し

た

ほ

う

が

、

理

解

が

得

ら

れ

る

だ

ろ

う

、

と

い

う

こ

と

だ

。

 

 

そ

の

よ

う

な

意

味

で

、

私

は

、

ど

の

よ

う

な

内

容

の

も

の

が

哲

学

だ

、

と

い

う

語

り

方

は

せ

ず

に

、

「

世

の

中

で

哲

学

と

さ

れ

て

い

る

、

ま

た

は

さ

れ

う

る

も

の

が

哲

学

で

あ

る

。

」

と

い

う

誰

で

も

外

か

ら

観

察

で

き

る

側

面

か

ら

、

哲

学

を

形

式

的

に

と

ら

え

る

こ

と

と

す

る

。

 

 

な

お

、

こ

の

「

形

式

的

」

な

捉

え

方

は

、

読

者

か

ら

幅

広

い

合

意

を

得

る

た

め

の

有

効

な

手

段

と

思

わ

れ

る

こ

と

か

ら

、

今

後

も

、

私

が

こ

の

文

章

を

書

い

て

い

く

に

あ

た

っ

て

は

繰

り

返

し

用

い

る

こ

と

に

な

る

。

 

 

２

の

２

 

伝

達

さ

れ

る

も

の

と

し

て

の

哲

学

 

 

そ

れ

で

は

、

形

式

的

に

哲

学

を

捉

え

、

世

の

中

で

哲

学

と

さ

れ

う

る

も

の

を

全

て

哲

学

と

し

て

捉

え

る

と

は

、

ど

う

い

う

こ

と

だ

ろ

う

か

。

 

 

そ

こ

で

重

視

し

た

い

の

は

、

「

哲

学

は

伝

達

さ

れ

る

も

の

で

あ

る

。

」

と

い

う

視

点

だ

。

通

常

、

哲

学

は

、

哲

学

書

と

し

て

書

物

に

な

っ

て

い

た

り

、

講

義

な

ど

で

聴

衆

に

伝

え

ら

れ

た

り

す

る

。

最

近

な

ら

ば

イ

ン

タ

ー

ネ

ッ

ト

上

に

掲

載

さ

れ

て

い

る

か

も

し

れ

な

い

。

い

ず

れ

に

し

て

も

、

何

か

を

通

じ

て

、

誰

か

に

伝

え

ら

れ

て

い

る

。

こ

の

こ

と

は

、

古

今

東

西

、

全

て

の

哲

学

に

共

通

で

、

誰

で

も

観

察

す

る

こ

と

が

で

き

る

特

徴

で

あ

ろ

う

。

中

に

は

、

（

こ

の

文

章

の

よ

う

に

？

）

幼

稚

で

哲

学

の

名

に

値

し

な

い

よ

う

な

哲

学

も

あ

る

だ

ろ

う

し

、

ま

た

、

懐

疑

的

で

独

我

論

的

な

傾

向

の

あ

る

哲

学

な

ど

で

は

、

「

伝

達

」

と

い

う

概

念

自

体

を

否

定

す

る

よ

う

な

哲

学

も

あ

る

だ

ろ

う

。

し

か

し

、

「

そ

の

哲

学

自

体

は

伝

達

さ

れ

て

い

る

」

と

い

う

特

徴

は

全

て

の

哲

学

に

共

通

で

あ

る

と

思

わ

れ

る

。

 

 

つ

ま

り

、

私

は

、

哲

学

を

「

伝

達

さ

れ

る

も

の

」

と

い

う

形

式

的

な

側

面

か

ら

捉

え

る

こ

と

で

、

哲

学

と

い

う

も

の

を

最

大

限

に

広

く

捉

え

る

こ

と

が

で

き

、

世

の

中

で

哲

学

と

さ

れ

う

る

も

の

を

全

て

哲

学

と

し

て

捉

え

る

こ

と

が

で

き

て

い

る

と

考

え

て

い

る

。

こ

れ

が

、

哲

学

の

力

を

極

力

損

な

わ

な

い

、

最

も

幅

広

い

哲

学

の

捉

え

方

だ

と

い

う

こ

と

だ

。

 

 

２

の

３

 

反

論

そ

の

１

 

実

は

伝

達

さ

れ

て

い

な

い

 

 

こ

の

、

哲

学

を

「

伝

達

さ

れ

る

も

の

」

と

し

て

捉

え

る

と

い

う

主

張

に

つ

い

て

は

、

い

く

つ

か

の

反

論

が

想

定

さ

れ

る

。

 

 

ま

ず

は

、

「

哲

学

は

伝

達

さ

れ

て

い

る

。

」

と

い

う

主

張

は

、

デ

カ

ル

ト

的

な

、

こ

の

世

界

は

大

き

な

夢

で

は

な

い

か

、

こ

の

世

界

は

全

能

の

悪

霊

の

欺

き

で

は

な

い

か

、

と

い

う

よ

う

な

疑

い

に

晒

さ

れ

る

だ

ろ

う

。

つ

ま

り

、

哲

学

に

よ

っ

て

は

、

「

哲

学

は

伝

達

さ

れ

て

い

る

。

」

と

考

え

な

い

も

の

も

あ

る

の

で

は

な

い

か

、

と

い

う

こ

と

だ

。

こ

れ

は

、

先

ほ

ど

、

懐

疑

的

で

独

我

論

的

な

傾

向

の

あ

る

哲

学

な

ど

で

は

、

「

伝

達

」

と

い

う

概

念

自

体

を

否

定

す

る

よ

う

な

哲

学

も

あ

る

と

述

べ

た

こ

と

に

つ

な

が

る

。

そ

の

と

き

は

、

「

そ

の

哲

学

自

体

は

伝

達

さ

れ

て

い

る

」

と

い

う

特

徴

は

全

て

の

哲

学

に

共

通

で

あ

る

と

思

わ

れ

る

、

と

述

べ

た

が

、

更

に

、

そ

の

思

い

も

疑

う

こ

と

は

で

き

る

。

 

 

つ

ま

り

、

「

哲

学

は

伝

達

さ

れ

て

い

る

よ

う

に

思

わ

れ

る

が

、

実

は

、

哲

学

は

伝

達

さ

れ

て

い

な

い

か

も

し

れ

な

い

。

」

と

疑

う

こ

と

は

可

能

で

あ

る

。
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そ

こ

で

、

私

は

簡

単

に

、

少

し

撤

退

す

る

こ

と

に

し

た

い

。

そ

の

撤

退

ラ

イ

ン

は

、

デ

カ

ル

ト

的

に

表

現

す

れ

ば

、

「

哲

学

は

伝

達

さ

れ

て

い

る

と

思

わ

れ

る

、

と

い

う

こ

と

は

疑

い

得

な

い

。

」

と

い

う

線

だ

。

「

伝

達

さ

れ

て

い

る

。

」

と

い

う

こ

と

を

肯

定

し

て

も

否

定

し

て

も

い

い

し

、

も

っ

と

厳

密

に

論

点

を

整

理

し

て

も

よ

い

が

、

哲

学

と

い

う

営

み

が

成

立

し

て

い

る

以

上

は

、

そ

の

営

み

が

成

立

し

て

い

る

と

思

う

こ

と

、

つ

ま

り

「

伝

達

さ

れ

て

い

る

と

思

わ

れ

る

。

」

と

い

う

こ

と

が

出

発

点

に

な

ら

ざ

る

を

得

な

い

。

 

 

つ

ま

り

、

「

哲

学

は

伝

達

さ

れ

て

い

る

と

思

わ

れ

る

。

」

と

い

う

こ

と

は

、

全

て

の

哲

学

に

共

通

だ

と

い

う

こ

と

だ

。

 

 

こ

の

「

思

わ

れ

る

。

」

と

い

う

こ

と

が

何

を

意

味

す

る

の

か

等

、

更

に

検

討

す

べ

き

点

は

あ

る

が

、

当

面

は

こ

こ

を

出

発

点

に

す

る

べ

き

で

あ

る

と

考

え

る

。

 

 

２

の

４

 

反

論

そ

の

２

 

自

分

だ

け

の

哲

学

 

 

そ

れ

で

も

、

更

な

る

反

論

が

あ

り

う

る

。

「

著

名

な

哲

学

者

の

哲

学

書

や

講

義

や

イ

ン

タ

ー

ネ

ッ

ト

で

伝

達

さ

れ

た

哲

学

だ

け

が

哲

学

で

は

な

い

。

誰

に

伝

え

る

こ

と

も

想

定

し

な

い

自

分

だ

け

の

哲

学

を

行

っ

て

い

る

市

井

の

哲

学

者

だ

っ

て

い

る

だ

ろ

う

。

著

名

な

哲

学

者

で

あ

っ

て

も

、

た

ま

た

ま

本

も

出

版

し

て

い

る

か

も

し

れ

な

い

が

、

哲

学

者

自

身

の

内

面

で

完

結

す

る

哲

学

こ

そ

が

本

来

の

哲

学

だ

。

」

と

い

う

よ

う

な

反

論

だ

。

 

 

こ

の

反

論

に

対

し

て

は

、

「

自

分

自

身

に

対

し

て

伝

達

す

る

こ

と

も

、

伝

達

に

含

ま

れ

る

」

と

い

う

主

張

を

追

加

す

る

こ

と

で

対

応

し

た

い

。

 

 

「

自

分

自

身

に

対

す

る

伝

達

」

な

ど

と

い

う

主

張

は

恣

意

的

な

主

張

に

思

え

る

か

も

し

れ

な

い

。

し

か

し

、

こ

の

主

張

を

否

定

す

る

た

め

に

は

、

「

哲

学

と

い

う

一

塊

の

思

考

に

つ

い

て

、

自

ら

考

え

出

し

、

自

ら

理

解

す

る

と

は

ど

う

い

う

こ

と

な

の

だ

ろ

う

か

。

」

と

い

う

別

な

疑

問

に

も

答

え

る

必

要

が

あ

る

。

こ

の

問

い

に

対

し

て

、

伝

達

と

い

う

観

点

を

用

い

ず

に

答

え

が

導

け

る

な

ら

ば

、

私

の

主

張

を

否

定

し

て

か

ま

わ

な

い

。

し

か

し

、

後

ほ

ど

詳

述

し

た

い

が

、

私

は

、

結

論

と

し

て

は

、

否

定

は

で

き

な

い

の

で

は

な

い

か

と

考

え

て

い

る

。

つ

ま

り

、

哲

学

的

思

考

を

行

う

と

い

う

こ

と

は

、

哲

学

を

自

分

自

身

に

対

し

て

伝

達

す

る

こ

と

だ

と

考

え

て

い

る

。

 

 

３

 

作

者

、

読

者

、

哲

学

書

 

３

の

１

 

伝

達

の

３

つ

の

側

面

 

 

以

上

を

踏

ま

え

、

こ

れ

か

ら

哲

学

の

「

伝

達

」

に

つ

い

て

考

察

を

進

め

る

こ

と

と

す

る

が

、

「

伝

達

」

を

そ

の

ま

ま

論

じ

る

の

で

は

な

く

、

「

伝

達

」

を

「

発

信

者

、

受

信

者

、

（

伝

達

さ

れ

る

）

対

象

」

の

３

つ

の

側

面

に

分

け

て

論

じ

る

こ

と

に

す

る

。

本

を

イ

メ

ー

ジ

し

て

言

い

換

え

る

な

ら

ば

、

「

作

者

、

読

者

、

哲

学

書

」

の

３

つ

と

言

っ

て

も

よ

い

だ

ろ

う

。

つ

ま

り

は

、

哲

学

が

伝

達

さ

れ

る

の

で

あ

れ

ば

、

作

者

が

い

て

、

読

者

が

い

て

、

哲

学

書

が

あ

る

は

ず

だ

、

と

い

う

こ

と

だ

。

（

な

お

、

今

後

の

議

論

に

お

い

て

は

、

何

か

を

イ

メ

ー

ジ

し

た

ほ

う

が

わ

か

り

や

す

い

と

考

え

、

本

を

例

に

出

し

「

作

者

、

読

者

、

哲

学

書

」

と

い

う

用

語

を

用

い

る

が

、

当

然

、

音

声

で

も

い

い

し

、

イ

ン

タ

ー

ネ

ッ

ト

で

も

い

い

し

、

テ

レ

パ

シ

ー

で

も

い

い

。

）

 



 6 

 

な

ぜ

、

こ

の

よ

う

な

捉

え

方

を

す

る

か

と

言

え

ば

、

先

ほ

ど

述

べ

た

よ

う

な

形

式

的

な

視

点

に

よ

る

。

つ

ま

り

、

「

伝

達

」

を

「

作

者

、

読

者

、

哲

学

書

」

の

側

面

か

ら

捉

え

る

と

い

う

こ

と

は

、

誰

で

も

外

か

ら

観

察

で

き

る

形

式

的

な

視

点

だ

と

い

う

こ

と

だ

。

つ

ま

り

、

哲

学

が

伝

達

さ

れ

て

い

る

よ

う

に

思

わ

れ

る

な

ら

ば

、

作

者

が

い

て

、

読

者

が

い

て

、

哲

学

書

が

あ

る

と

思

わ

れ

る

こ

と

は

誰

で

も

外

か

ら

観

察

可

能

で

明

確

な

こ

と

で

あ

り

、

例

外

が

な

い

と

い

う

こ

と

だ

。

 

 

た

だ

、

注

意

し

て

頂

き

た

い

が

、

私

は

、

決

し

て

、

「

伝

達

」

と

い

う

も

の

が

「

作

者

、

読

者

、

哲

学

書

」

の

３

つ

の

側

面

か

ら

捉

え

ら

れ

る

べ

き

だ

と

断

定

し

て

い

る

と

い

う

訳

で

は

な

い

。

こ

の

３

つ

の

側

面

か

ら

論

ず

る

と

い

う

こ

と

は

私

が

現

段

階

で

思

い

つ

い

て

い

る

ア

イ

デ

ィ

ア

で

あ

り

、

恣

意

的

と

言

っ

て

も

い

い

。

よ

っ

て

、

こ

の

文

章

で

は

こ

の

３

つ

の

側

面

を

ベ

ー

ス

に

議

論

を

進

め

る

が

、

も

し

か

し

た

ら

、

今

後

、

実

は

「

作

者

、

読

者

」

の

２

つ

の

側

面

だ

け

か

ら

論

じ

る

こ

と

も

で

き

る

、

と

い

う

よ

う

な

更

に

整

理

さ

れ

た

見

解

に

た

ど

り

着

く

可

能

性

も

あ

る

。

 

 

現

段

階

で

「

伝

達

」

を

「

作

者

、

読

者

、

哲

学

書

」

の

３

つ

の

側

面

に

分

け

た

こ

と

の

力

点

は

、

少

な

く

と

も

「

伝

達

」

に

は

、

こ

の

３

つ

の

側

面

以

外

は

含

ま

れ

な

い

、

と

い

う

こ

と

に

あ

る

。

こ

れ

は

ど

う

い

う

意

味

か

と

い

う

と

、

今

後

、

お

い

お

い

「

時

間

、

空

間

」

等

と

い

っ

た

も

の

も

導

入

し

て

い

く

こ

と

に

な

る

が

、

こ

れ

は

、

あ

く

ま

で

「

伝

達

」

を

「

作

者

、

読

者

、

哲

学

書

」

と

捉

え

る

こ

と

を

経

由

し

て

、

透

か

し

見

る

よ

う

に

し

て

「

時

間

、

空

間

」

等

が

導

か

れ

る

も

の

で

あ

り

、

直

接

、

「

伝

達

」

か

ら

「

作

者

、

読

者

、

哲

学

書

」

を

経

由

せ

ず

に

「

時

間

、

空

間

」

等

が

導

か

れ

る

と

い

う

こ

と

で

は

な

い

と

い

う

こ

と

だ

。

 

 

３

の

２

 

側

面

１

 

作

者

 

 

「

作

者

（

発

信

者

）

、

読

者

（

受

信

者

）

、

哲

学

書

（

対

象

）

」

の

う

ち

、

ま

ず

、

「

作

者

」

に

つ

い

て

述

べ

る

こ

と

に

す

る

。

 

 

実

は

、

「

作

者

、

読

者

、

哲

学

書

」

の

３

つ

の

う

ち

で

、

私

が

（

少

な

く

と

も

こ

の

文

章

の

な

か

で

）

一

番

軽

視

し

て

い

る

の

は

「

作

者

」

だ

。

だ

か

ら

「

作

者

と

は

何

か

」

と

い

う

の

は

、

こ

こ

で

中

心

と

な

る

テ

ー

マ

で

は

な

い

の

で

簡

単

に

述

べ

る

こ

と

に

す

る

が

、

ひ

と

つ

だ

け

留

意

点

を

述

べ

る

。

こ

の

文

章

に

お

い

て

、

「

作

者

」

と

い

う

用

語

は

、

ほ

ぼ

「

私

」

と

い

う

意

味

で

用

い

る

と

い

う

こ

と

だ

。

 

 

何

故

、

そ

の

よ

う

に

な

る

か

と

言

え

ば

、

私

に

は

「

私

」

以

外

の

者

が

哲

学

書

の

作

者

で

あ

る

と

い

う

こ

と

が

想

定

で

き

な

い

か

ら

だ

。

 

 

こ

の

見

解

に

つ

い

て

は

、

私

以

外

の

誰

か

、

例

え

ば

デ

カ

ル

ト

が

作

者

で

あ

る

場

合

も

あ

る

で

は

な

い

か

、

と

い

う

反

論

も

あ

る

だ

ろ

う

。

そ

の

と

お

り

だ

。

し

か

し

、

私

が

作

者

で

あ

る

状

況

と

、

デ

カ

ル

ト

が

作

者

で

あ

る

状

況

で

は

全

く

異

な

る

。

当

た

り

前

だ

が

、

私

が

作

者

の

場

合

、

私

が

作

者

の

立

場

に

い

る

が

、

一

方

で

、

デ

カ

ル

ト

が

作

者

の

場

合

、

私

は

作

者

の

立

場

に

は

な

く

読

者

の

立

場

に

あ

る

こ

と

に

な

る

。

 

 

そ

こ

で

、

私

が

読

者

の

立

場

で

デ

カ

ル

ト

の

哲

学

書

を

読

ん

で

い

る

状

況

を

想

像

し

て

み

る

。

デ

カ

ル

ト

の

哲

学

書

に

、

「

我

思

う

故

に

我

あ

り

」

と

い

う

文

章

が

あ

り

、

そ

れ

を

読

ん

だ

と

す

る

。

 

 

こ

の

文

章

に

お

け

る

「

我

」

と

は

一

見

す

る

と

デ

カ

ル

ト

の

よ

う

に

読

め

る

が

、

こ

の

文

章

を

私

は
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「

デ

カ

ル

ト

思

う

故

に

デ

カ

ル

ト

あ

り

」

と

は

読

ま

な

い

だ

ろ

う

。

デ

カ

ル

ト

が

存

在

す

る

か

ど

う

か

な

ど

、

私

が

存

在

す

る

か

ど

う

か

に

比

べ

れ

ば

ど

う

で

も

い

い

問

題

だ

。

読

み

方

は

あ

く

ま

で

「

私

思

う

故

に

私

あ

り

」

で

あ

り

、

実

は

、

こ

の

「

我

」

と

は

私

の

こ

と

な

の

だ

。

 

 

一

つ

だ

け

例

を

挙

げ

た

が

、

こ

の

よ

う

に

、

哲

学

書

に

お

け

る

「

我

」

「

私

」

と

は

、

一

見

、

デ

カ

ル

ト

の

よ

う

な

有

名

な

哲

学

者

の

よ

う

で

あ

る

が

、

よ

く

考

え

れ

ば

、

そ

の

作

者

と

は

自

分

自

身

と

い

う

こ

と

に

な

ら

ざ

る

を

え

な

い

。

つ

ま

り

、

読

者

と

し

て

の

私

が

哲

学

書

の

作

者

と

し

て

の

デ

カ

ル

ト

を

深

く

考

え

よ

う

と

す

る

と

、

「

私

が

デ

カ

ル

ト

だ

っ

た

ら

・

・

・

」

と

い

う

よ

う

に

、

私

が

作

者

で

あ

る

状

況

を

想

定

し

、

作

者

に

私

を

投

影

せ

ざ

る

を

得

な

い

。

 

 

こ

の

、

作

者

と

い

う

も

の

を

深

く

考

え

よ

う

と

す

る

と

、

そ

こ

に

「

私

」

を

投

影

せ

ざ

る

を

得

な

い

と

い

う

こ

と

を

「

作

者

性

」

と

呼

び

た

い

。

 

 

そ

し

て

、

こ

の

作

者

性

に

つ

い

て

は

、

読

者

で

あ

る

「

あ

な

た

」

に

も

適

用

さ

れ

、

あ

な

た

が

作

者

と

い

う

も

の

に

つ

い

て

考

え

よ

う

と

し

た

場

合

は

、

あ

な

た

は

「

作

者

」

に

あ

な

た

自

身

を

投

影

し

、

「

作

者

」

＝

「

あ

な

た

」

と

想

定

せ

ざ

る

を

得

な

い

、

と

い

う

こ

と

に

な

る

だ

ろ

う

。

私

が

書

い

て

い

る

こ

の

文

章

で

さ

え

、

こ

の

文

章

の

作

者

の

こ

と

を

考

え

た

途

端

、

作

者

は

私

で

は

な

く

「

あ

な

た

」

に

な

ら

ざ

る

を

得

な

い

と

い

う

こ

と

だ

。

哲

学

と

「

あ

な

た

」

と

の

関

係

に

つ

い

て

は

、

次

に

述

べ

る

「

読

者

性

」

と

も

関

係

が

深

い

と

思

わ

れ

る

の

で

、

そ

こ

で

更

に

述

べ

る

こ

と

と

し

た

い

。

 

（

ま

た

、

こ

の

問

題

意

識

に

つ

い

て

は

、

永

井

均

の

独

在

論

に

全

面

的

に

影

響

を

受

け

て

い

る

と

思

わ

れ

る

の

で

、

詳

細

は

そ

ち

ら

に

譲

る

こ

と

と

し

た

い

。

）

 

 

３

の

３

 

側

面

２

 

読

者

 

 

次

に

「

読

者

」

に

つ

い

て

述

べ

る

。

 

 

読

者

に

つ

い

て

留

意

す

べ

き

こ

と

は

、

読

者

と

は

誰

で

も

よ

い

も

の

で

は

な

い

と

い

う

こ

と

だ

。

読

者

は

、

作

者

と

、

世

界

観

、

文

章

の

読

解

力

、

疑

問

と

い

っ

た

も

の

を

共

有

し

て

い

る

必

要

が

あ

る

。

簡

単

に

言

う

と

、

読

者

と

は

、

き

ち

ん

と

哲

学

書

を

読

ん

で

く

れ

る

読

者

で

あ

る

必

要

が

あ

る

。

 

 

よ

っ

て

、

世

界

観

を

共

有

す

る

と

い

っ

て

も

、

ビ

ッ

グ

バ

ン

宇

宙

論

を

信

じ

る

と

か

、

共

産

主

義

の

正

当

性

を

信

じ

る

と

か

と

い

っ

た

話

で

は

な

い

。

例

え

ば

、

哲

学

的

な

主

張

を

す

る

う

え

で

、

例

示

と

し

て

、

「

白

い

犬

が

い

る

と

す

る

。

・

・

・

」

と

い

う

よ

う

に

、

あ

る

世

界

観

を

前

提

に

し

た

事

例

が

示

さ

れ

た

と

す

る

。

そ

う

し

た

場

合

に

、

そ

の

事

例

が

理

解

で

き

る

よ

う

に

、

作

者

と

読

者

で

は

「

白

い

犬

が

い

る

」

と

い

う

こ

と

を

想

像

で

き

る

よ

う

な

世

界

観

を

共

有

し

て

い

る

こ

と

が

前

提

に

な

る

と

い

う

こ

と

だ

。

 

 

文

章

の

読

解

力

に

つ

い

て

も

同

じ

よ

う

な

こ

と

で

、

「

白

い

犬

が

い

る

と

す

る

。

・

・

・

」

と

書

か

れ

て

い

れ

ば

、

読

者

は

、

あ

あ

、

あ

の

こ

と

か

、

と

文

章

と

し

て

理

解

で

き

る

と

い

う

こ

と

だ

。

 

 

疑

問

に

つ

い

て

も

同

様

に

、

「

白

い

犬

が

い

る

と

す

る

。

・

・

・

」

の

先

に

「

白

い

犬

は

本

当

に

犬

な

の

だ

ろ

う

か

、

猫

の

見

間

違

い

と

い

う

こ

と

は

な

い

の

だ

ろ

う

か

。

」

と

問

わ

れ

れ

ば

、

読

者

は

作

者

と

同

じ

よ

う

に

立

ち

止

ま

っ

て

疑

問

を

感

じ

る

こ

と

が

で

き

る

と

い

う

こ

と

だ

。

 

 

ま

と

め

て

言

い

換

え

れ

ば

、

「

読

者

は

、

作

者

に

と

っ

て

望

ま

し

い

読

者

と

し

て

の

能

力

、

傾

向

を

持

っ

て

い

る

。

」

こ

と

が

必

要

で

あ

る

、

と

も

言

え

よ

う

。

こ

れ

を

「

読

者

性

」

と

呼

ぶ

こ

と

に

す

る

。
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も

し

、

読

者

に

、

こ

の

よ

う

な

読

者

性

が

欠

け

て

い

た

場

合

、

読

者

は

き

ち

ん

と

哲

学

書

を

読

ん

で

く

れ

な

い

こ

と

と

な

り

、

つ

ま

り

は

「

伝

達

」

が

正

し

く

行

わ

れ

な

い

こ

と

と

な

る

。

こ

れ

で

は

読

者

と

は

言

え

な

い

だ

ろ

う

。

読

者

に

は

読

者

性

が

不

可

欠

で

あ

り

、

「

伝

達

」

の

た

め

に

は

読

者

の

「

読

者

性

」

は

必

須

で

あ

る

。

 

 

「

読

者

性

」

と

い

う

概

念

を

導

入

し

た

こ

と

で

念

の

た

め

強

調

し

て

お

き

た

い

が

、

「

読

者

」

を

「

あ

な

た

」

と

自

動

的

に

読

み

替

え

て

は

な

ら

な

い

。

も

し

、

あ

な

た

が

作

者

と

、

世

界

観

、

文

章

の

読

解

力

、

疑

問

と

い

っ

た

も

の

を

共

有

し

て

い

る

の

で

な

け

れ

ば

、

あ

な

た

は

、

こ

こ

で

言

う

「

読

者

」

で

は

な

い

。

も

し

、

あ

な

た

が

、

「

私

が

こ

の

文

章

を

読

ん

だ

と

こ

ろ

、

作

者

の

世

界

観

は

理

解

で

き

な

い

。

」

と

い

う

よ

う

な

論

拠

を

用

い

て

哲

学

を

否

定

す

る

の

で

あ

れ

ば

、

否

定

さ

れ

る

の

は

、

そ

の

哲

学

で

は

な

く

、

あ

な

た

の

「

読

者

性

」

な

の

だ

。

 

 

こ

れ

が

、

哲

学

が

何

故

言

い

た

い

放

題

な

の

か

と

い

う

こ

と

に

対

す

る

答

え

な

の

で

は

な

い

か

と

思

う

。

冒

頭

に

述

べ

た

、

な

ぜ

神

は

い

る

と

い

う

主

張

と

、

神

が

い

な

い

と

い

う

主

張

が

哲

学

に

お

い

て

長

年

併

存

し

て

き

た

の

か

、

と

い

う

哲

学

に

対

す

る

疑

問

の

答

え

な

の

で

は

な

い

か

と

思

う

。

つ

ま

り

、

作

者

で

あ

る

哲

学

者

は

、

読

者

性

を

欠

き

、

読

者

と

し

て

適

当

で

な

い

者

か

ら

の

反

論

は

無

視

す

る

た

め

、

哲

学

者

同

士

の

議

論

が

か

み

あ

わ

ず

、

論

点

は

棚

上

げ

に

な

る

と

い

う

こ

と

だ

。

こ

れ

が

哲

学

の

長

所

な

の

か

、

短

所

な

の

か

は

わ

か

ら

な

い

が

、

た

だ

、

こ

う

い

う

も

の

な

の

だ

と

思

う

。

 

 

３

の

４

 

側

面

３

 

哲

学

書

 

 

最

後

に

「

哲

学

書

」

に

つ

い

て

述

べ

る

。

 

 

「

哲

学

書

」

と

は

、

先

ほ

ど

述

べ

た

と

お

り

、

講

義

で

話

さ

れ

る

音

声

や

、

イ

ン

タ

ー

ネ

ッ

ト

上

の

フ

ァ

イ

ル

な

ど

も

含

み

、

特

に

そ

の

表

現

形

式

は

問

わ

な

い

。

よ

っ

て

、

「

哲

学

書

」

と

は

い

わ

ゆ

る

「

言

語

」

に

と

て

も

近

い

意

味

合

い

で

用

い

て

い

る

と

も

言

え

る

。

あ

え

て

言

え

ば

、

概

念

と

し

て

の

「

言

語

」

で

は

な

く

、

あ

く

ま

で

本

、

音

声

と

い

っ

た

実

際

に

用

い

ら

れ

た

「

言

語

」

と

言

え

ば

よ

い

の

だ

ろ

う

か

。

（

な

お

、

後

ほ

ど

、

思

考

自

体

も

実

体

の

あ

る

も

の

と

し

て

「

哲

学

書

」

と

呼

ぶ

こ

と

に

な

る

の

で

、

「

実

際

に

用

い

ら

れ

る

」

と

は

、

思

考

さ

れ

る

こ

と

も

含

め

た

幅

広

い

意

味

で

用

い

ら

れ

て

い

る

と

い

う

こ

と

に

ご

留

意

い

た

だ

き

た

い

。

）

「

哲

学

書

」

に

つ

い

て

、

そ

の

よ

う

な

意

味

で

の

「

言

語

」

と

考

え

て

も

、

少

な

く

と

も

、

こ

の

文

章

で

は

大

き

な

問

題

は

生

じ

な

い

。

 

 

し

か

し

、

先

ほ

ど

、

「

伝

達

」

か

ら

「

発

信

者

、

受

信

者

、

対

象

」

以

外

の

「

時

間

、

空

間

、

言

語

」

等

が

直

接

導

入

さ

れ

る

と

い

う

こ

と

で

は

な

い

と

述

べ

た

と

お

り

、

い

き

な

り

「

言

語

」

と

い

う

概

念

を

導

入

す

る

こ

と

に

は

飛

躍

が

あ

る

。

 

 

た

だ

し

、

そ

の

飛

躍

は

全

く

理

由

の

な

い

も

の

で

は

な

い

。

そ

の

こ

と

を

説

明

す

る

た

め

に

、

ル

ー

ル

違

反

と

は

な

る

が

、

逆

に

、

現

段

階

で

は

導

入

す

る

必

要

が

な

い

「

言

語

」

と

い

う

も

の

に

つ

い

て

述

べ

る

と

こ

ろ

か

ら

始

め

て

み

た

い

。

 

 

私

の

「

言

語

」

観

は

、

全

面

的

に

（

野

矢

茂

樹

が

解

説

す

る

）

ウ

ィ

ト

ゲ

ン

シ

ュ

タ

イ

ン

の

影

響

を

受

け

て

い

る

。

 

 

そ

し

て

、

私

は

、

野

矢

が

述

べ

て

い

る

こ

と

を

超

え

て

い

る

か

も

し

れ

な

い

が

、

結

論

と

し

て

は

、

ウ
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ィ

ト

ゲ

ン

シ

ュ

タ

イ

ン

の

い

う

「

以

下

同

様

の

規

則

」

が

「

言

語

」

つ

ま

り

「

哲

学

書

」

を

構

成

し

て

い

る

と

考

え

て

い

る

。

 

 

こ

こ

で

、

そ

の

意

味

に

つ

い

て

簡

単

に

説

明

し

た

い

。

 

 

ウ

ィ

ト

ゲ

ン

シ

ュ

タ

イ

ン

は

、

「

論

理

哲

学

論

考

」

に

お

い

て

、

言

語

を

組

み

合

わ

せ

る

こ

と

で

、

可

能

な

事

実

の

総

体

で

あ

る

「

論

理

空

間

」

が

成

立

す

る

、

と

し

た

。

そ

の

「

論

理

空

間

」

は

、

反

復

し

て

同

様

の

操

作

を

行

う

こ

と

が

で

き

る

と

い

う

意

味

で

の

「

以

下

同

様

の

規

則

」

に

よ

り

秩

序

付

け

ら

れ

て

い

る

。

例

え

ば

、

一

旦

、

「

２

を

足

し

て

い

く

」

と

い

う

こ

と

を

学

べ

ば

、

以

下

同

様

に

「

２

を

足

し

て

い

く

」

こ

と

が

で

き

る

と

い

う

「

以

下

同

様

の

規

則

」

が

働

き

、

こ

の

規

則

に

よ

り

「

２

を

足

し

て

い

く

」

こ

と

が

可

能

と

な

る

、

と

い

う

こ

と

だ

。

そ

し

て

、

こ

の

「

以

下

同

様

の

規

則

」

は

、

日

本

語

の

文

法

等

の

あ

ら

ゆ

る

規

則

の

成

立

に

関

わ

っ

て

い

る

と

さ

れ

る

。

 

 

私

は

、

こ

の

「

以

下

同

様

の

規

則

」

の

力

が

最

も

単

純

な

形

で

出

て

く

る

の

が

、

「

Ａ

＝

Ａ

」

と

い

う

同

一

律

で

は

な

い

か

と

思

う

。

こ

の

数

式

の

意

味

は

、

当

然

な

が

ら

、

左

辺

と

右

辺

に

２

回

Ａ

が

出

て

く

る

が

、

こ

れ

ら

は

同

じ

も

の

だ

と

い

う

意

味

だ

。

こ

の

数

式

は

、

２

つ

の

Ａ

を

同

じ

も

の

だ

と

み

な

す

、

と

い

う

「

以

下

同

様

の

規

則

」

の

力

が

な

け

れ

ば

成

立

し

な

い

。

１

回

目

の

Ａ

は

、

言

語

と

し

て

「

Ａ

」

で

表

現

さ

れ

、

２

回

目

の

Ａ

も

、

「

同

様

に

」

言

語

と

し

て

「

Ａ

」

で

表

現

さ

れ

る

か

ら

こ

そ

、

「

Ａ

＝

Ａ

」

と

な

る

。

こ

の

「

同

様

に

」

が

な

け

れ

ば

、

１

回

目

の

Ａ

は

「

１

回

目

の

Ａ

」

、

２

回

目

の

Ａ

は

「

２

回

目

の

Ａ

」

で

あ

り

、

等

号

で

結

ば

れ

る

こ

と

は

あ

り

え

な

い

。

こ

の

、

同

じ

名

前

で

名

指

し

し

た

も

の

を

同

じ

も

の

だ

と

見

な

す

と

い

う

「

同

一

律

」

を

成

立

さ

せ

る

と

い

う

こ

と

が

、

私

が

注

目

し

た

い

「

以

下

同

様

の

規

則

」

の

力

だ

。

 

 

私

は

、

こ

の

同

一

律

に

よ

り

、

言

語

は

初

め

て

、

組

み

合

わ

せ

る

と

い

う

操

作

が

可

能

と

な

る

と

考

え

て

い

る

。

例

え

ば

、

「

本

が

机

の

上

に

あ

る

。

」

と

「

本

が

机

の

下

に

あ

る

。

」

と

い

う

文

が

あ

っ

た

と

し

て

、

両

方

の

文

の

「

本

」

「

机

」

が

同

一

律

に

よ

り

同

じ

も

の

を

指

す

か

ら

こ

そ

、

「

本

が

机

の

上

に

あ

る

。

」

と

「

本

が

机

の

下

に

あ

る

。

」

の

両

方

の

組

み

合

わ

せ

が

可

能

で

あ

る

、

と

い

う

よ

う

な

言

い

方

が

で

き

る

と

い

う

こ

と

だ

。

も

し

、

「

本

」

「

机

」

に

同

一

律

が

働

か

ず

別

の

も

の

で

あ

れ

ば

、

た

だ

単

に

「

本

が

机

の

上

に

あ

る

。

」

で

あ

り

、

ま

た

、

そ

れ

と

は

全

く

別

に

、

た

だ

単

に

「

本

が

机

の

下

に

あ

る

。

」

で

あ

る

。

そ

こ

に

分

節

化

し

て

組

み

合

わ

せ

る

と

い

う

操

作

が

成

立

す

る

余

地

は

な

い

。

 

 

こ

の

よ

う

に

し

て

、

「

以

下

同

様

の

規

則

」

が

「

論

理

空

間

」

を

成

立

さ

せ

、

「

言

語

」

を

成

立

さ

せ

る

の

だ

と

、

私

は

考

え

て

い

る

。

こ

れ

が

、

野

矢

の

述

べ

方

と

は

異

な

る

が

、

野

矢

が

解

説

す

る

ウ

ィ

ト

ゲ

ン

シ

ュ

タ

イ

ン

の

「

論

理

哲

学

論

考

」

か

ら

私

が

読

み

取

っ

た

、

「

言

語

」

と

「

以

下

同

様

の

規

則

」

の

意

味

で

あ

る

。

こ

の

よ

う

に

し

て

、

私

は

「

以

下

同

様

の

規

則

」

の

力

が

「

言

語

」

を

構

成

し

て

い

る

と

考

え

て

い

る

。

 

 

以

上

、

「

言

語

」

つ

ま

り

「

以

下

同

様

の

規

則

」

に

つ

い

て

簡

単

に

述

べ

た

が

、

こ

の

「

以

下

同

様

の

規

則

」

が

先

ほ

ど

の

「

読

者

性

」

の

話

、

つ

ま

り

読

者

と

は

作

者

の

と

っ

て

望

ま

し

い

読

者

に

限

定

さ

れ

る

と

い

う

話

と

つ

な

が

っ

て

く

る

。

 

 

先

ほ

ど

「

読

者

性

」

に

つ

い

て

、

読

者

が

、

作

者

と

、

世

界

観

、

文

章

の

読

解

力

、

疑

問

を

共

有

し

、

作

者

に

と

っ

て

望

ま

し

い

読

者

と

し

て

の

能

力

、

傾

向

を

持

っ

て

い

る

と

い

う

こ

と

だ

と

述

べ

た

。

こ

れ
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を

「

以

下

同

様

の

規

則

」

と

い

う

概

念

を

用

い

て

言

い

換

え

る

な

ら

ば

、

「

読

者

性

」

を

有

す

る

読

者

、

つ

ま

り

作

者

に

と

っ

て

望

ま

し

い

読

者

と

は

、

作

者

が

Ａ

と

表

現

し

た

も

の

を

、

「

同

様

に

」

Ａ

と

し

て

受

け

取

る

読

者

の

こ

と

だ

、

と

い

う

よ

う

に

言

い

換

え

る

こ

と

が

で

き

る

。

つ

ま

り

は

、

読

者

に

「

読

者

性

」

を

認

め

る

と

い

う

こ

と

は

、

読

者

に

「

以

下

同

様

の

規

則

」

の

力

が

及

ん

で

い

る

こ

と

を

認

め

る

と

い

う

こ

と

な

の

で

あ

る

。

 

 

そ

し

て

、

先

ほ

ど

述

べ

た

と

お

り

「

作

者

、

読

者

、

哲

学

書

」

と

は

、

「

伝

達

」

の

３

つ

の

側

面

で

あ

り

、

独

立

に

あ

る

の

で

は

な

く

互

い

に

深

く

関

わ

り

あ

っ

て

い

る

。

つ

ま

り

、

私

が

「

哲

学

書

」

と

言

え

ば

、

そ

れ

は

「

読

者

性

」

を

有

す

る

読

者

が

読

む

「

哲

学

書

」

の

こ

と

で

あ

る

。

そ

れ

な

ら

ば

、

「

読

者

性

」

が

備

わ

っ

て

い

る

読

者

、

つ

ま

り

「

以

下

同

様

の

規

則

」

の

力

が

浸

透

し

て

い

る

読

者

が

読

む

「

哲

学

書

」

に

も

「

以

下

同

様

の

規

則

」

の

力

が

浸

透

し

て

い

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

と

い

う

こ

と

だ

。

こ

の

よ

う

に

し

て

、

「

以

下

同

様

の

規

則

」

の

力

が

浸

透

し

た

「

哲

学

書

」

と

「

以

下

同

様

の

規

則

」

に

よ

り

構

成

さ

れ

て

い

る

も

の

で

あ

る

「

言

語

」

は

、

と

て

も

近

い

意

味

合

い

を

帯

び

る

こ

と

と

な

る

。

（

こ

の

文

章

で

は

同

じ

も

の

と

み

な

す

。

）

 

 

こ

れ

が

、

「

哲

学

書

」

に

「

言

語

」

、

「

以

下

同

様

の

規

則

」

と

い

う

視

点

を

導

入

す

る

こ

と

の

説

明

で

あ

る

。

 

 

３

の

５

 

３

つ

に

区

分

す

る

こ

と

の

留

意

点

：

形

式

的

で

あ

る

こ

と

 

 

こ

こ

ま

で

述

べ

た

と

こ

ろ

で

、

私

は

「

作

者

、

読

者

、

哲

学

書

」

以

外

か

ら

は

出

発

し

な

い

、

と

し

な

が

ら

、

「

言

語

」

の

ル

ー

ト

か

ら

「

以

下

同

様

の

規

則

」

の

力

を

勝

手

に

導

入

し

て

い

る

、

と

い

う

批

判

を

受

け

る

こ

と

を

危

惧

し

て

い

る

。

 

 

一

応

は

、

そ

の

よ

う

な

批

判

を

受

け

る

こ

と

が

な

い

よ

う

「

読

者

」

の

持

つ

「

読

者

性

」

と

い

う

観

点

か

ら

「

以

下

同

様

の

規

則

」

の

力

を

導

い

た

も

の

で

あ

る

が

、

述

べ

た

と

お

り

、

こ

の

「

以

下

同

様

の

規

則

」

の

力

は

「

読

者

」

に

留

ま

ら

ず

「

哲

学

書

（

対

象

）

」

に

も

浸

透

し

て

い

る

も

の

で

あ

り

、

「

作

者

、

読

者

、

哲

学

書

」

の

３

側

面

と

い

う

枠

組

み

に

収

ま

り

き

ら

な

い

面

が

あ

る

こ

と

も

確

か

で

あ

る

。

 

 

そ

れ

で

は

、

「

以

下

同

様

の

規

則

」

に

つ

い

て

「

作

者

、

読

者

、

哲

学

書

」

の

３

側

面

を

経

ず

に

、

直

接

「

伝

達

」

か

ら

説

明

を

行

う

こ

と

は

で

き

な

い

の

だ

ろ

う

か

。

 

 

私

は

、

そ

れ

は

で

き

な

い

と

考

え

て

い

る

。

何

故

な

ら

、

私

は

、

こ

の

文

章

を

書

く

に

あ

た

っ

て

は

、

極

力

形

式

的

に

捉

え

て

い

き

た

い

、

と

し

た

か

ら

だ

。

哲

学

を

「

伝

達

」

と

い

う

側

面

か

ら

形

式

的

に

捉

え

、

更

に

、

そ

の

「

伝

達

」

を

「

作

者

、

読

者

、

哲

学

書

」

と

い

う

側

面

か

ら

形

式

的

に

捉

え

る

と

こ

ろ

に

、

こ

の

「

私

の

哲

学

」

の

意

義

が

あ

る

。

「

伝

達

」

か

ら

「

以

下

同

様

の

規

則

」

を

直

接

導

入

す

る

と

い

う

こ

と

は

、

「

伝

達

」

の

内

容

に

直

接

切

り

込

ん

で

い

く

こ

と

に

な

っ

て

し

ま

う

。

 

 

し

か

し

、

一

方

で

、

こ

こ

で

の

「

以

下

同

様

の

規

則

」

の

導

入

過

程

を

見

て

き

て

お

分

か

り

の

よ

う

に

、

「

作

者

、

読

者

、

哲

学

書

」

の

３

つ

の

側

面

は

密

接

不

可

分

で

あ

り

、

単

純

に

、

各

概

念

を

細

分

化

す

る

よ

う

に

し

て

、

「

以

下

同

様

の

規

則

」

等

の

他

の

概

念

を

説

明

し

て

い

く

も

の

で

な

い

の

も

確

か

で

あ

る

。

 

 

あ

く

ま

で

も

、

「

作

者

、

読

者

、

哲

学

書

」

の

３

側

面

と

は

、

他

の

概

念

を

「

伝

達

」

か

ら

導

い

て

い

く

う

え

で

の

舞

台

装

置

で

あ

り

、

「

伝

達

」

を

「

発

信

者

、

受

信

者

、

対

象

」

と

捉

え

る

こ

と

を

透

か

し
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見

る

よ

う

に

し

て

、

他

の

概

念

（

「

時

間

、

空

間

」

等

）

が

導

か

れ

る

と

い

う

よ

う

な

述

べ

方

を

し

て

い

か

ざ

る

を

得

な

い

と

い

う

こ

と

に

留

意

す

る

必

要

が

あ

る

。

 

 

こ

こ

ま

で

の

議

論

を

数

式

も

ど

き

の

形

で

表

現

す

る

と

、

「

伝

達

」

＝

「

作

者

（

発

信

者

）

、

読

者

（

受

信

者

）

、

哲

学

書

（

対

象

）

」

＝

「

以

下

同

様

の

規

則

＋

α

」

 

と

で

も

な

る

だ

ろ

う

か

。

 

 

こ

の

α

に

つ

い

て

は

現

段

階

で

は

明

ら

か

で

な

い

が

、

可

能

な

限

り

、

こ

の

文

章

で

徐

々

に

明

ら

か

に

し

て

い

き

た

い

。

 

 

４

 

読

者

性

・

ア

ミ

ニ

ズ

ム

 

４

の

１

 

私

と

い

う

読

者

 

 

私

は

先

ほ

ど

、

「

哲

学

的

思

考

を

行

う

と

い

う

こ

と

は

、

哲

学

を

自

分

自

身

に

対

し

て

伝

達

す

る

こ

と

だ

と

考

え

て

い

る

。

」

と

述

べ

た

。

こ

の

理

由

に

つ

い

て

は

、

先

ほ

ど

「

読

者

性

」

か

ら

「

以

下

同

様

の

規

則

」

が

導

か

れ

る

と

述

べ

た

こ

と

で

大

体

の

説

明

が

で

き

て

い

る

の

で

は

な

い

か

と

思

う

が

、

詳

述

す

る

こ

と

と

し

た

い

。

 

 

具

体

例

と

し

て

、

散

歩

を

し

な

が

ら

哲

学

的

な

思

考

を

し

て

い

る

場

面

を

考

え

て

み

る

。

散

歩

の

途

中

な

の

で

、

思

考

の

結

果

を

メ

モ

に

書

き

留

め

た

り

は

し

て

い

な

い

と

す

る

。

散

歩

の

ル

ー

ト

に

つ

い

て

は

、

勝

手

な

が

ら

、

私

の

家

か

ら

最

寄

り

駅

に

行

く

ま

で

の

道

を

イ

メ

ー

ジ

し

て

み

る

こ

と

に

す

る

。

線

路

の

ガ

ー

ド

下

を

く

ぐ

っ

て

か

ら

小

さ

な

公

園

を

抜

け

、

コ

ン

ビ

ニ

等

の

数

軒

の

店

の

前

を

通

っ

て

駅

に

着

く

、

５

分

く

ら

い

の

道

の

り

だ

。

ま

ず

、

私

が

、

ガ

ー

ド

下

あ

た

り

で

「

白

い

犬

が

い

る

と

す

る

。

」

な

ど

と

考

え

、

更

に

、

小

さ

な

公

園

を

通

り

な

が

ら

「

そ

の

白

い

犬

が

実

は

猫

の

見

間

違

い

だ

っ

た

と

し

た

ら

ど

う

だ

ろ

う

。

」

な

ど

と

考

え

た

と

し

よ

う

。

 

 

こ

の

よ

う

な

状

況

を

想

像

す

る

と

、

私

に

は

次

の

よ

う

な

疑

問

が

立

ち

上

が

る

。

こ

の

ガ

ー

ド

下

で

の

思

考

と

小

さ

な

公

園

で

の

思

考

の

２

つ

の

思

考

を

そ

れ

ぞ

れ

独

立

し

た

思

考

だ

と

考

え

た

場

合

、

ガ

ー

ド

下

あ

た

り

で

登

場

し

た

白

い

犬

と

、

小

さ

な

公

園

で

登

場

し

た

白

い

犬

は

、

ど

う

し

て

同

じ

白

い

犬

だ

と

言

え

る

の

だ

ろ

う

か

。

小

さ

な

公

園

で

「

そ

の

白

い

犬

が

実

は

猫

の

見

間

違

い

だ

っ

た

と

し

た

ら

ど

う

だ

ろ

う

。

」

と

考

え

た

時

の

「

そ

の

白

い

犬

」

が

、

ガ

ー

ド

下

で

思

考

し

た

「

白

い

犬

が

い

る

と

す

る

。

」

の

「

白

い

犬

」

を

指

す

と

い

う

こ

と

は

明

ら

か

な

の

だ

ろ

う

か

。

 

 

こ

の

疑

問

の

解

決

方

法

に

つ

い

て

考

え

て

み

る

。

 

 

ま

ず

、

一

つ

の

案

と

し

て

、

小

さ

な

公

園

で

、

一

気

に

「

白

い

犬

が

い

る

と

す

る

。

そ

の

白

い

犬

が

実

は

猫

の

見

間

違

い

だ

っ

た

と

し

た

ら

ど

う

だ

ろ

う

。

」

と

考

え

て

は

ど

う

だ

ろ

う

。

こ

れ

な

ら

ば

、

ガ

ー

ド

下

で

の

思

考

を

、

小

さ

な

公

園

で

の

思

考

が

取

り

込

ん

で

い

る

。

小

さ

な

公

園

で

こ

の

く

ら

い

の

単

純

な

思

考

を

一

気

に

行

う

こ

と

は

、

そ

れ

ほ

ど

違

和

感

は

な

い

だ

ろ

う

。

し

か

し

、

こ

の

続

き

を

考

え

な

が

ら

、

駅

に

着

く

こ

ろ

に

は

、

更

に

複

雑

な

思

考

に

な

っ

て

い

る

か

も

し

れ

な

い

。

そ

し

て

、

更

に

電

車

に

乗

り

な

が

ら

考

え

続

け

た

と

し

た

ら

ど

う

だ

ろ

う

。

な

ど

と

考

え

る

と

、

ど

の

く

ら

い

で

私

の

能

力

を

超

え

る

こ

と

に

な

る

か

は

わ

か

ら

な

い

が

、

ど

こ

か

で

、

こ

の

解

決

方

法

は

と

れ

な

く

な

る

の

で

は

な

い

だ

ろ

う

か

。

少

な

く

と

も

、

哲

学

書

一

冊

分

の

よ

う

な

複

雑

な

思

考

を

、

こ

の

よ

う

に

一

気

に

行

う

こ

と

は

で

き

な

い

だ

ろ

う

。
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ガ

ー

ド

下

で

の

思

考

と

小

さ

な

公

園

で

の

思

考

が

独

立

し

て

い

な

い

、

と

考

え

た

と

し

て

も

、

同

じ

問

題

が

生

じ

る

。

途

中

で

、

桜

が

き

れ

い

だ

な

、

な

ど

と

思

考

が

中

断

さ

れ

る

こ

と

を

ど

う

考

え

る

の

か

、

一

晩

寝

た

前

後

で

も

思

考

が

連

続

し

て

い

る

と

言

え

る

の

か

、

と

い

う

よ

う

な

こ

と

だ

。

 

 

つ

ま

り

、

ど

こ

か

で

思

考

は

、

息

継

ぎ

を

す

る

よ

う

に

分

け

て

行

わ

れ

ざ

る

を

得

な

い

。

今

回

の

白

い

犬

の

例

よ

り

も

、

も

っ

と

複

雑

な

思

考

を

し

な

が

ら

家

か

ら

駅

ま

で

歩

い

て

い

た

と

す

れ

ば

、

ガ

ー

ド

下

で

の

思

考

と

小

さ

な

公

園

で

の

思

考

は

別

の

思

考

で

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

ガ

ー

ド

の

下

を

過

ぎ

た

と

こ

ろ

で

一

息

入

れ

ら

れ

て

い

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

 

 

こ

の

息

継

ぎ

の

前

後

の

思

考

は

別

の

思

考

だ

か

ら

、

そ

の

思

考

を

つ

な

ぎ

合

せ

る

必

要

が

あ

る

。

そ

こ

で

「

以

下

同

様

の

規

則

」

が

登

場

す

る

。

「

以

下

同

様

の

規

則

」

に

よ

り

息

継

ぎ

の

前

の

「

白

い

犬

」

と

息

継

ぎ

の

後

の

「

白

い

犬

」

が

つ

な

ぎ

合

わ

さ

れ

同

じ

犬

だ

と

さ

れ

る

の

だ

。

こ

の

よ

う

に

、

自

分

一

人

で

行

わ

れ

る

思

考

に

お

い

て

も

「

以

下

同

様

の

規

則

」

が

導

入

さ

れ

る

必

然

性

が

生

じ

る

。

 

「

以

下

同

様

の

規

則

」

の

登

場

の

仕

方

が

若

干

唐

突

か

も

し

れ

な

い

が

、

先

ほ

ど

の

「

Ａ

＝

Ａ

」

の

同

一

律

が

、

こ

こ

で

は

「

白

い

犬

＝

白

い

犬

」

と

し

て

登

場

し

て

い

る

こ

と

を

鑑

み

れ

ば

、

先

ほ

ど

述

べ

た

よ

う

な

意

味

で

の

「

以

下

同

様

の

規

則

」

が

導

入

さ

れ

る

と

い

う

こ

と

に

違

和

感

は

な

い

の

で

は

な

い

だ

ろ

う

か

。

 

 

そ

し

て

、

私

は

こ

の

「

以

下

同

様

の

規

則

」

は

「

読

者

性

」

か

ら

導

か

れ

る

、

と

言

っ

て

い

る

。

つ

ま

り

は

、

少

な

く

と

も

、

本

一

冊

分

の

よ

う

な

複

雑

な

思

考

を

成

立

さ

せ

る

た

め

に

は

、

そ

の

思

考

が

例

え

自

分

一

人

だ

け

で

行

う

も

の

で

あ

っ

た

と

し

て

も

「

以

下

同

様

の

規

則

」

、

「

読

者

性

」

、

更

に

は

「

伝

達

」

が

介

在

し

て

い

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

つ

ま

り

は

「

伝

達

」

＝

「

作

者

、

読

者

、

哲

学

書

」

＝

「

以

下

同

様

の

規

則

＋

α

」

 

と

い

う

意

味

で

の

「

伝

達

」

を

介

在

さ

せ

な

け

れ

ば

い

け

な

い

。

 

 

こ

の

よ

う

に

し

て

、

自

分

一

人

で

複

雑

な

哲

学

的

思

考

を

行

う

た

め

に

は

「

以

下

同

様

の

規

則

」

の

力

が

必

要

で

あ

り

、

そ

の

た

め

に

は

自

分

か

ら

自

分

自

身

に

対

す

る

「

伝

達

」

と

い

う

概

念

を

導

入

す

る

必

要

が

あ

る

と

い

う

こ

と

が

明

ら

か

と

な

っ

た

、

と

私

は

考

え

て

い

る

。

 

 

な

お

、

こ

の

説

明

は

、

散

歩

の

例

え

で

言

え

ば

「

ガ

ー

ド

下

で

」

「

小

さ

な

公

園

で

」

「

一

気

に

思

考

を

行

う

」

と

い

う

よ

う

に

、

時

間

と

い

う

考

え

を

既

に

導

入

し

て

し

ま

っ

て

い

る

と

い

う

点

で

不

正

確

な

も

の

と

な

っ

て

い

る

。

「

ガ

ー

ド

下

で

」

「

小

さ

な

公

園

で

」

と

い

う

時

点

を

ひ

と

つ

の

時

点

と

捉

え

る

べ

き

な

の

か

、

ひ

と

つ

の

時

点

で

「

一

気

に

思

考

を

行

う

」

と

は

ど

う

い

う

こ

と

な

の

か

、

そ

も

そ

も

「

時

間

」

と

い

う

概

念

を

導

入

し

て

よ

い

の

か

、

と

い

っ

た

こ

と

に

つ

い

て

は

現

段

階

で

は

何

も

検

討

を

行

っ

て

い

な

い

。

し

か

し

、

私

が

、

「

哲

学

と

い

う

一

塊

の

思

考

に

つ

い

て

、

自

ら

考

え

出

し

、

自

ら

理

解

す

る

と

い

う

こ

と

に

つ

い

て

は

伝

達

す

る

と

い

う

観

点

を

用

い

ず

に

説

明

は

で

き

な

い

。

」

と

し

、

「

自

分

が

自

分

に

対

し

て

伝

達

す

る

こ

と

も

、

伝

達

に

含

ま

れ

る

」

と

述

べ

る

理

由

に

つ

い

て

の

概

要

は

表

現

で

き

て

い

る

の

で

は

な

い

か

と

思

う

。

 

 

な

お

、

こ

れ

ま

で

、

イ

メ

ー

ジ

し

や

す

い

よ

う

に

、

思

考

と

い

う

用

語

を

使

っ

た

が

、

こ

の

文

章

に

お

い

て

は

、

思

考

を

指

す

概

念

は

、

既

に

「

哲

学

書

」

と

い

う

用

語

で

登

場

し

て

い

る

。

つ

ま

り

、

私

が

、

私

と

い

う

読

者

に

対

し

て

、

（

頭

の

中

で

）

１

冊

の

哲

学

書

を

書

き

、

伝

達

す

る

と

い

う

こ

と

が

、

思

考

と

い

う

も

の

の

正

体

だ

、

と

い

う

こ

と

だ

。
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言

い

換

え

れ

ば

、

自

分

自

身

に

対

し

て

哲

学

が

伝

達

さ

れ

る

場

面

を

想

定

す

る

こ

と

で

、

本

、

音

声

と

い

っ

た

実

際

に

用

い

ら

れ

た

「

言

語

」

と

い

う

意

味

を

込

め

て

用

い

ら

れ

て

い

る

「

哲

学

書

」

と

い

う

用

語

は

、

先

ほ

ど

述

べ

た

と

お

り

、

自

分

自

身

に

対

す

る

伝

達

と

い

う

場

面

で

「

実

際

に

用

い

ら

れ

て

い

る

」

思

考

を

含

ん

で

い

る

こ

と

が

明

ら

か

に

な

る

、

と

い

う

こ

と

だ

。

 

 

４

の

２

 

読

者

性

の

担

い

手

 

～

独

我

論

～

 

 

「

読

者

」

と

い

う

も

の

に

つ

い

て

更

に

読

者

の

存

在

と

い

う

観

点

か

ら

述

べ

る

こ

と

と

し

た

い

。

 

 

私

は

こ

う

し

て

文

章

を

書

き

な

が

ら

、

こ

の

文

章

を

読

ん

で

く

れ

る

読

者

は

ど

こ

か

に

い

る

と

ぼ

ん

や

り

と

考

え

て

い

る

。

し

か

し

、

読

者

は

ど

こ

に

い

る

の

か

と

い

う

こ

と

を

考

え

る

と

、

少

し

自

信

が

な

く

な

る

。

私

が

人

気

作

家

だ

っ

た

ら

（

哲

学

界

に

そ

う

い

う

人

が

い

る

の

か

は

知

ら

な

い

が

）

サ

イ

ン

会

に

来

て

い

る

読

者

な

ど

を

イ

メ

ー

ジ

で

き

る

か

も

し

れ

な

い

。

し

か

し

、

実

は

、

私

に

は

、

こ

の

文

章

を

読

ん

で

く

れ

る

人

が

具

体

的

に

存

在

し

て

い

る

状

況

と

い

う

の

は

、

あ

ま

り

想

像

で

き

な

い

。

例

え

ば

、

こ

の

文

章

を

ブ

ロ

グ

に

掲

載

し

た

と

す

る

。

だ

れ

が

目

に

止

め

る

と

い

う

の

か

。

そ

し

て

、

更

に

運

良

く

熟

読

し

て

く

れ

て

、

更

に

私

が

書

い

た

意

図

を

踏

ま

え

て

内

容

を

理

解

し

て

く

れ

る

よ

う

な

奇

特

な

人

が

現

れ

る

、

な

ど

と

い

う

こ

と

が

あ

り

え

る

の

だ

ろ

う

か

。

こ

の

文

章

の

読

者

な

ん

て

、

本

当

に

は

い

な

い

の

で

は

な

い

か

と

い

う

不

安

が

私

に

は

あ

る

。

 

 

し

か

し

な

が

ら

、

悔

し

紛

れ

か

も

し

れ

な

い

が

、

こ

の

よ

う

な

意

味

で

の

、

読

者

が

い

な

い

の

で

は

な

い

か

と

い

う

不

安

は

作

家

と

し

て

成

功

し

て

い

る

か

ど

う

か

と

は

関

係

な

い

の

で

は

な

い

だ

ろ

う

か

。

実

は

ど

ん

な

人

気

作

家

に

と

っ

て

も

、

先

ほ

ど

述

べ

た

よ

う

な

理

想

的

な

読

者

性

を

満

た

す

読

者

な

ど

い

な

い

の

で

は

な

い

だ

ろ

う

か

。

 

 

こ

こ

で

、

あ

る

実

験

を

考

え

て

み

る

。

何

人

か

に

同

じ

哲

学

書

を

読

ん

で

も

ら

い

、

そ

の

後

、

感

想

文

を

提

出

し

て

も

ら

う

な

ど

を

し

て

、

ど

の

程

度

作

者

の

意

図

等

を

理

解

し

て

い

る

か

判

断

し

、

理

解

し

て

い

る

順

に

列

に

並

ん

で

も

ら

っ

た

と

す

る

。

そ

の

結

果

、

し

っ

か

り

読

み

詳

細

の

感

想

を

書

い

た

哲

学

好

き

の

人

が

最

初

の

方

に

並

ん

で

、

哲

学

に

は

興

味

が

な

い

大

人

が

そ

の

後

ろ

に

並

び

、

最

後

の

方

に

は

ひ

ら

が

な

し

か

読

め

な

い

幼

児

が

並

ぶ

と

い

う

よ

う

な

こ

と

に

な

っ

た

と

し

よ

う

。

こ

の

場

合

、

列

の

後

ろ

に

な

る

に

つ

れ

、

徐

々

に

並

ん

で

い

る

人

の

理

解

度

が

落

ち

て

い

く

こ

と

に

な

る

。

 

 

こ

の

よ

う

な

理

解

度

順

の

読

者

の

列

が

あ

っ

た

場

合

に

、

何

人

目

か

ら

先

は

読

者

性

が

な

く

な

り

ま

す

、

と

い

う

よ

う

に

読

者

性

の

有

無

を

明

確

に

区

分

す

る

こ

と

は

可

能

な

の

だ

ろ

う

か

。

仮

に

列

の

５

人

目

と

６

人

目

に

理

解

度

に

大

き

な

差

が

あ

り

、

５

人

目

ま

で

は

哲

学

を

大

学

で

学

び

専

門

用

語

の

理

解

も

適

切

だ

が

、

６

人

目

以

降

は

哲

学

に

興

味

が

な

く

用

語

も

誤

解

し

て

お

り

、

さ

っ

ぱ

り

哲

学

書

の

趣

旨

を

理

解

し

て

い

な

か

っ

た

と

す

る

。

一

見

、

そ

こ

で

区

切

る

こ

と

も

で

き

そ

う

だ

。

し

か

し

、

更

に

５

人

目

と

６

人

目

の

間

に

1
0

人

を

追

加

し

た

と

す

る

。

そ

の

な

か

に

は

、

私

の

よ

う

に

専

門

用

語

も

少

し

は

知

っ

て

い

る

素

人

も

い

る

し

、

哲

学

書

を

読

ん

だ

こ

と

が

な

く

専

門

用

語

に

つ

い

て

の

知

識

は

無

い

が

い

わ

ゆ

る

哲

学

の

セ

ン

ス

が

あ

る

人

も

い

る

、

と

い

う

よ

う

な

状

況

で

あ

っ

た

と

し

よ

う

。

そ

の

場

合

、

ど

こ

に

読

者

性

の

境

を

設

け

る

べ

き

か

判

断

に

迷

う

こ

と

に

な

る

の

で

は

な

い

だ

ろ

う

か

。

列

を

ど

こ

で

区

切

る

に

せ

よ

、

そ

の

判

断

は

恣

意

的

に

な

ら

ざ

る

を

得

な

い

。

 



 14 

 

こ

の

、

読

者

を

理

解

の

有

無

に

よ

り

明

確

に

二

分

す

る

こ

と

は

で

き

な

い

と

い

う

問

題

を

、

砂

山

の

パ

ラ

ド

ク

ス

に

お

け

る

「

山

」

概

念

の

曖

昧

さ

の

よ

う

な

「

理

解

」

概

念

の

曖

昧

さ

の

問

題

と

受

け

止

め

る

こ

と

も

で

き

る

か

も

し

れ

な

い

。

 

 

し

か

し

私

は

、

そ

こ

に

別

の

問

題

を

見

い

だ

し

た

い

。

理

解

度

順

で

先

頭

に

並

ん

で

い

る

一

人

目

の

読

者

か

ら

既

に

読

者

性

は

失

わ

れ

て

い

る

、

と

い

う

こ

と

が

示

さ

れ

て

い

る

の

で

は

な

い

か

と

考

え

た

い

。

 

 

な

ぜ

な

ら

、

少

し

で

も

理

想

的

な

読

者

か

ら

の

ず

れ

が

生

じ

た

場

合

、

そ

の

ず

れ

に

関

す

る

部

分

に

つ

い

て

は

、

そ

の

読

者

の

読

者

性

は

失

わ

れ

る

こ

と

と

な

る

か

ら

だ

。

理

想

的

な

読

者

は

、

全

て

を

作

者

と

同

じ

よ

う

に

理

解

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

そ

し

て

、

哲

学

書

が

全

体

で

一

つ

の

思

考

を

表

し

て

い

る

の

で

あ

れ

ば

、

少

し

で

も

読

者

性

が

欠

け

れ

ば

、

全

体

を

理

解

し

た

と

は

言

え

な

い

。

全

体

を

理

解

す

る

た

め

に

は

、

読

者

は

完

全

に

作

者

の

思

考

を

取

り

込

み

、

作

者

と

同

じ

よ

う

に

考

え

て

い

る

か

、

全

て

に

お

い

て

更

に

そ

れ

以

上

の

こ

と

を

考

え

て

い

る

の

で

な

く

て

は

な

ら

な

い

。

そ

の

よ

う

な

理

想

的

な

読

者

な

ど

現

実

に

は

ど

こ

に

も

い

な

い

の

で

は

な

い

か

。

 

 

い

や

、

一

人

だ

け

理

想

的

な

読

者

と

な

り

う

る

者

が

い

る

。

作

者

自

身

だ

。

作

者

自

身

で

あ

れ

ば

、

作

者

と

全

く

同

じ

と

い

う

よ

う

に

も

言

え

そ

う

だ

。

と

い

う

こ

と

は

、

作

者

が

読

者

と

し

て

語

り

か

け

て

い

る

の

は

、

実

は

作

者

自

身

だ

っ

た

と

い

う

こ

と

だ

。

 

 

そ

こ

に

は

、

他

者

は

登

場

せ

ず

、

作

者

が

作

者

自

身

を

読

者

と

し

て

哲

学

書

を

書

い

て

い

る

と

い

う

独

我

論

的

な

状

況

が

浮

か

び

上

が

っ

て

く

る

。

 

 

こ

の

よ

う

に

し

て

、

読

者

の

読

者

性

に

つ

い

て

厳

格

さ

を

追

求

す

る

と

、

哲

学

に

お

い

て

の

独

我

論

に

至

る

。

 

 

４

の

３

 

読

者

性

の

担

い

手

 

～

ア

ミ

ニ

ズ

ム

～

 

 

「

作

者

と

同

じ

」

に

解

釈

し

て

く

れ

る

理

想

的

な

読

者

と

は

ど

こ

に

い

る

の

か

、

と

い

う

問

題

に

つ

い

て

、

「

そ

の

よ

う

な

読

者

な

ど

現

実

に

は

い

な

い

。

」

と

い

う

独

我

論

に

つ

な

が

る

厳

格

な

解

釈

を

と

ら

ず

に

、

他

者

に

対

し

て

「

作

者

と

同

じ

」

に

解

釈

し

て

く

れ

る

と

い

う

希

望

を

持

つ

と

い

う

こ

と

が

「

読

者

」

の

意

味

で

あ

る

、

と

い

う

方

向

で

述

べ

る

こ

と

も

で

き

る

だ

ろ

う

。

こ

の

場

合

、

希

望

と

い

う

名

に

お

い

て

、

他

者

に

対

し

て

「

作

者

と

同

じ

」

と

い

う

読

者

性

を

付

加

す

る

こ

と

に

な

る

。

こ

れ

な

ら

ば

、

私

以

外

の

読

者

が

存

在

す

る

と

い

う

こ

と

が

維

持

さ

れ

る

。

 

 

し

か

し

別

の

疑

問

が

生

じ

る

。

他

者

に

読

者

性

が

与

え

ら

れ

る

か

ど

う

か

は

、

ど

の

よ

う

に

決

ま

る

の

だ

ろ

う

。

 

 

ま

た

先

ほ

ど

出

し

た

理

解

度

順

に

並

ん

だ

読

者

の

列

の

例

と

似

た

よ

う

な

例

を

出

し

て

み

よ

う

。

今

度

は

、

哲

学

者

が

哲

学

書

を

書

き

、

３

人

の

友

人

に

「

読

ん

で

く

れ

。

」

と

言

い

、

渡

し

た

と

す

る

。

友

人

Ａ

は

、

哲

学

好

き

だ

っ

た

の

で

し

っ

か

り

読

み

、

詳

細

な

感

想

を

く

れ

た

。

友

人

Ｂ

は

哲

学

に

は

興

味

が

な

く

「

読

ん

だ

け

れ

ど

難

し

く

て

よ

く

わ

か

ら

な

か

っ

た

。

」

と

い

う

感

想

し

か

な

か

っ

た

。

友

人

Ｃ

は

読

ん

で

す

ら

く

れ

な

か

っ

た

。

と

す

る

。

 

 

こ

の

場

合

、

友

人

Ｃ

は

、

そ

も

そ

も

読

ん

で

い

な

い

の

だ

か

ら

、

読

者

性

云

々

に

つ

い

て

議

論

す

る

こ

と

は

で

き

な

い

よ

う

に

思

わ

れ

る

。

友

人

Ａ

は

、

厳

密

に

作

者

の

意

図

ど

お

り

に

解

釈

し

て

く

れ

る

可

能



 15 

性

は

、

先

ほ

ど

の

独

我

論

に

つ

な

が

る

厳

格

な

議

論

を

踏

ま

え

る

と

限

り

な

く

ゼ

ロ

に

近

い

か

も

し

れ

な

い

が

、

も

し

か

し

た

ら

と

い

う

希

望

は

持

て

そ

う

だ

。

友

人

Ｂ

は

、

読

ん

で

は

く

れ

て

い

る

が

、

わ

か

っ

て

く

れ

て

い

な

い

。

現

時

点

で

は

「

も

し

か

し

た

ら

意

図

通

り

に

解

釈

し

て

く

れ

る

か

も

し

れ

な

い

。

」

と

い

う

希

望

す

ら

持

て

な

い

だ

ろ

う

。

し

か

し

、

将

来

、

哲

学

に

興

味

を

持

ち

、

ふ

と

し

た

き

っ

か

け

で

、

あ

の

本

で

言

い

た

か

っ

た

こ

と

は

こ

う

い

う

こ

と

だ

っ

た

の

か

、

な

ど

と

わ

か

っ

て

く

れ

る

可

能

性

が

全

く

な

い

と

は

言

え

な

い

。

希

望

を

持

て

る

か

ど

う

か

難

し

い

と

こ

ろ

だ

。

 

 

と

す

る

と

、

友

人

Ａ

に

は

読

者

性

が

あ

り

、

友

人

Ｂ

は

微

妙

で

あ

り

、

友

人

Ｃ

は

読

者

性

が

な

い

、

と

い

う

こ

と

に

な

る

の

だ

ろ

う

か

。

そ

れ

と

も

、

先

ほ

ど

の

独

我

論

で

の

話

と

同

じ

よ

う

に

、

友

人

Ａ

で

あ

っ

て

も

現

実

に

は

作

者

の

意

図

ど

お

り

に

解

釈

し

て

く

れ

る

可

能

性

は

限

り

な

く

ゼ

ロ

に

近

い

の

だ

か

ら

希

望

な

ど

持

て

ず

、

友

人

Ａ

、

Ｂ

、

Ｃ

つ

ま

り

全

て

の

他

者

に

対

し

て

読

者

性

な

ど

な

い

、

と

宣

言

す

べ

き

な

の

だ

ろ

う

か

。

 

 

私

は

、

そ

の

い

ず

れ

で

も

な

い

と

思

う

。

 

 

他

者

に

対

す

る

「

希

望

」

が

読

者

性

の

正

体

で

あ

る

な

ら

ば

、

少

な

く

と

も

、

友

人

Ａ

を

否

定

す

る

こ

と

は

で

き

な

い

。

友

人

Ａ

の

よ

う

な

読

者

の

読

者

性

を

否

定

す

る

こ

と

は

全

て

の

読

者

性

を

否

定

す

る

こ

と

に

つ

な

が

る

の

だ

か

ら

、

つ

ま

り

は

「

希

望

」

と

い

う

も

の

を

否

定

す

る

こ

と

に

な

る

。

よ

っ

て

、

「

希

望

」

と

い

う

視

点

か

ら

読

者

性

を

捉

え

る

な

ら

ば

、

友

人

Ａ

の

読

者

性

を

否

定

す

る

こ

と

は

で

き

な

い

。

 

 

そ

れ

な

ら

ば

、

友

人

Ｂ

、

Ｃ

に

つ

い

て

は

ど

う

か

と

い

え

ば

、

私

は

友

人

Ｂ

、

Ｃ

の

読

者

性

も

否

定

で

き

な

い

の

で

は

な

い

か

と

思

う

。

 

 

何

故

な

ら

、

作

者

は

、

友

人

Ａ

に

対

し

て

読

者

と

な

っ

て

く

れ

る

と

い

う

「

希

望

」

を

持

ち

つ

つ

文

章

を

書

い

て

い

た

の

と

同

じ

希

望

を

、

友

人

Ｂ

、

Ｃ

に

対

し

て

も

持

っ

て

い

た

に

違

い

な

い

か

ら

だ

。

 

 

結

果

と

し

て

、

た

ま

た

ま

、

読

ん

で

く

れ

な

か

っ

た

り

、

理

解

し

て

も

ら

え

な

か

っ

た

り

す

る

か

も

し

れ

な

い

。

し

か

し

、

あ

く

ま

で

、

作

者

が

持

っ

て

い

る

「

希

望

」

が

問

題

と

な

る

の

だ

か

ら

、

友

人

Ｃ

が

実

際

に

読

ん

で

く

れ

た

か

ど

う

か

、

と

い

う

よ

う

な

こ

と

は

問

題

に

な

ら

な

い

。

作

者

は

、

こ

の

３

人

が

読

者

と

な

り

う

る

と

い

う

「

希

望

」

を

持

ち

文

章

を

書

い

て

い

る

。

そ

う

い

う

意

味

で

は

、

３

人

の

友

人

全

員

に

読

者

性

を

認

め

る

こ

と

と

な

る

。

 

 

そ

れ

で

は

、

こ

の

「

希

望

」

と

い

う

側

面

か

ら

捉

え

た

読

者

性

に

つ

い

て

、

ど

の

程

度

拡

大

で

き

る

の

か

。

私

は

少

な

く

と

も

全

て

の

人

間

と

い

う

と

こ

ろ

ま

で

拡

大

で

き

る

と

考

え

て

い

る

。

文

章

を

読

ん

で

く

れ

る

か

も

し

れ

な

い

人

全

て

だ

。

そ

し

て

、

更

に

拡

大

で

き

る

か

も

し

れ

な

い

。

知

性

が

あ

る

な

ら

ば

、

人

間

で

な

く

と

も

、

宇

宙

人

で

も

い

い

か

も

し

れ

な

い

。

ま

た

、

人

間

の

言

葉

を

理

解

さ

せ

る

方

法

が

あ

る

な

ら

ば

イ

ル

カ

で

も

い

い

か

も

し

れ

な

い

。

こ

の

よ

う

な

拡

大

は

、

作

者

が

希

望

を

持

て

る

限

り

ど

こ

ま

で

も

進

め

る

こ

と

が

で

き

る

だ

ろ

う

。

ネ

ズ

ミ

で

も

い

い

だ

ろ

う

。

魚

で

も

い

い

だ

ろ

う

。

サ

ボ

テ

ン

で

も

い

い

だ

ろ

う

。

岩

で

も

い

い

だ

ろ

う

。

と

い

う

よ

う

に

。

こ

の

他

者

へ

の

読

者

に

な

り

う

る

と

い

う

希

望

の

投

影

を

、

大

森

荘

蔵

が

他

者

に

心

が

あ

る

か

ど

う

か

と

い

う

問

題

を

論

ず

る

際

に

用

い

ら

れ

た

（

と

野

矢

が

言

う

）

ア

ミ

ニ

ズ

ム

と

い

う

用

語

を

も

じ

っ

て

、

哲

学

に

お

い

て

の

ア

ミ

ニ

ズ

ム

と

呼

ぶ

。

 

 

つ

ま

り

は

、

読

者

性

を

最

も

厳

格

に

捉

え

た

と

こ

ろ

に

独

我

論

が

あ

り

、

最

も

幅

広

く

捉

え

た

と

こ

ろ
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に

ア

ミ

ニ

ズ

ム

が

あ

る

と

言

え

る

。

 

 

４

の

４

 

読

者

性

の

担

い

手

 

～

独

今

論

～

 

 

私

は

、

独

我

論

と

し

て

、

他

者

の

読

者

性

を

否

定

し

、

自

分

自

身

の

み

を

読

者

と

す

る

と

い

う

考

え

方

に

つ

い

て

述

べ

た

。

そ

れ

で

は

、

自

分

自

身

を

読

者

と

す

る

こ

と

に

つ

い

て

は

、

本

当

に

確

か

な

こ

と

な

の

だ

ろ

う

か

。

自

分

自

身

を

読

者

と

し

た

「

自

分

自

身

へ

の

伝

達

」

は

確

実

で

疑

問

の

余

地

も

な

い

も

の

だ

ろ

う

か

。

 

 

私

は

冒

頭

で

「

伝

達

」

と

い

う

ア

イ

デ

ィ

ア

を

導

入

し

た

際

に

、

哲

学

は

伝

達

さ

れ

て

い

な

い

か

も

し

れ

な

い

が

、

伝

達

さ

れ

て

い

る

と

思

わ

れ

る

と

い

う

こ

と

は

否

定

で

き

な

い

、

と

述

べ

た

。

 

 

こ

の

う

ち

、

他

者

に

対

す

る

伝

達

に

つ

い

て

、

伝

達

さ

れ

て

い

る

と

思

わ

れ

て

も

実

は

伝

達

さ

れ

て

い

な

い

、

と

否

定

す

る

の

が

独

我

論

で

あ

っ

た

が

、

自

分

自

身

に

対

す

る

伝

達

に

つ

い

て

も

、

同

様

に

、

伝

達

さ

れ

て

い

る

と

思

わ

れ

て

も

実

は

伝

達

さ

れ

て

い

な

い

、

と

否

定

す

る

考

え

方

が

あ

っ

て

も

全

く

問

題

は

生

じ

な

い

。

つ

ま

り

は

、

自

分

自

身

は

必

ず

し

も

理

想

的

な

読

者

と

は

限

ら

な

い

と

い

う

考

え

方

だ

。

先

ほ

ど

の

ガ

ー

ド

下

を

く

ぐ

っ

て

小

さ

な

公

園

を

通

る

と

い

う

散

歩

の

例

を

用

い

れ

ば

、

ガ

ー

ド

下

で

の

私

に

と

っ

て

、

小

さ

な

公

園

で

の

私

は

、

実

は

必

ず

し

も

理

想

的

な

読

者

と

し

て

は

存

在

し

な

い

と

い

う

こ

と

だ

。

 

 

私

は

、

こ

の

考

え

方

は

と

り

う

る

と

考

え

て

い

る

。

こ

れ

は

、

ど

う

い

う

こ

と

か

と

言

う

と

、

地

球

が

一

瞬

後

に

は

崩

壊

し

て

し

ま

う

か

も

し

れ

な

い

、

と

か

、

時

間

と

い

う

も

の

は

否

定

さ

れ

今

し

か

な

い

、

と

い

う

よ

う

な

大

げ

さ

な

考

え

を

と

ら

な

く

と

も

よ

い

。

た

だ

、

先

ほ

ど

考

え

て

い

た

こ

と

を

思

い

出

せ

な

か

っ

た

り

す

る

と

い

う

よ

う

な

状

況

を

思

え

ば

よ

い

。

小

さ

な

公

園

を

通

り

な

が

ら

、

ガ

ー

ド

下

で

考

え

て

い

た

こ

と

を

思

い

出

そ

う

と

し

て

も

、

う

ま

く

思

い

出

せ

な

い

、

と

い

う

こ

と

に

似

た

こ

と

は

よ

く

あ

る

、

と

い

う

当

た

り

前

の

話

だ

。

私

は

実

感

と

し

て

、

自

分

自

身

の

理

想

的

な

読

者

で

は

な

い

。

 

 

少

な

く

と

も

私

は

こ

の

文

章

を

書

く

に

あ

た

っ

て

、

こ

れ

ま

で

書

い

た

文

章

を

正

確

に

全

て

踏

ま

え

な

が

ら

、

こ

の

文

章

の

続

き

を

書

い

て

い

る

と

は

思

え

な

い

。

先

ほ

ど

、

こ

の

文

章

の

ア

ミ

ニ

ズ

ム

に

つ

い

て

の

部

分

を

書

い

て

い

た

私

に

と

っ

て

、

こ

の

部

分

を

書

い

て

い

る

私

は

理

想

的

な

読

者

で

は

な

い

。

 

 

こ

の

よ

う

に

考

え

る

と

、

自

分

自

身

と

い

え

ど

も

決

し

て

理

想

的

な

読

者

で

は

な

く

、

読

者

性

は

な

い

、

と

考

え

る

こ

と

に

違

和

感

は

な

い

だ

ろ

う

。

 

 

こ

の

こ

と

を

、

独

我

論

と

対

比

す

る

と

い

う

程

度

の

効

果

を

狙

い

、

哲

学

に

お

い

て

の

独

今

論

と

呼

ぶ

こ

と

と

す

る

。

た

だ

し

、

過

去

や

未

来

が

存

在

し

な

い

と

い

う

こ

と

を

言

っ

て

い

る

の

で

は

な

く

、

別

の

時

点

に

お

け

る

自

分

自

身

が

理

想

的

な

読

者

に

は

な

ら

な

い

と

い

う

意

味

で

、

過

去

と

未

来

と

が

現

在

か

ら

分

断

さ

れ

て

い

る

と

い

う

表

現

を

し

て

い

る

に

過

ぎ

な

い

。

よ

っ

て

、

こ

の

名

称

が

誤

解

を

呼

ぶ

な

ら

ば

、

他

の

名

称

で

も

い

い

だ

ろ

う

。

し

か

し

、

通

常

の

用

法

と

し

て

の

独

我

論

と

私

が

こ

の

文

章

で

用

い

て

い

る

独

我

論

と

の

ず

れ

と

ち

ょ

う

ど

同

じ

よ

う

な

ず

れ

が

、

通

常

の

用

法

と

し

て

の

（

永

井

均

が

用

い

る

よ

う

な

）

独

今

論

と

私

が

こ

の

文

章

で

用

い

て

い

る

独

今

論

と

で

も

生

じ

て

い

る

と

い

う

意

味

で

は

、

独

我

論

と

独

今

論

と

い

う

対

比

が

う

ま

く

で

き

て

い

る

と

考

え

て

い

る

。

つ

ま

り

、

通

常

は

私

以

外

の

世

界

や

今

以

外

の

世

界

が

存

在

し

て

い

な

い

の

で

は

な

い

か

、

と

い

う

よ

う

な

意

味

合

い

で

用

い

ら

れ

て

い
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る

独

我

論

や

独

今

論

が

、

私

以

外

の

読

者

や

今

以

外

の

読

者

が

存

在

し

て

い

な

い

の

で

は

な

い

か

と

い

う

よ

う

な

意

味

合

い

で

、

ず

ら

し

て

、

哲

学

に

お

い

て

の

独

我

論

や

独

今

論

と

し

て

用

い

る

こ

と

が

で

き

て

い

る

、

と

い

う

こ

と

で

あ

る

。

よ

っ

て

、

こ

の

文

章

に

お

い

て

は

、

こ

の

よ

う

な

考

え

方

を

独

今

論

と

呼

ぶ

こ

と

と

す

る

。

 

 

な

お

、

こ

の

独

我

論

と

独

今

論

は

、

必

ず

し

も

同

時

に

適

用

さ

れ

る

必

要

は

な

い

。

他

者

に

読

者

性

は

あ

る

が

私

に

は

読

者

性

が

な

い

と

い

う

独

今

論

的

な

状

況

も

あ

れ

ば

、

先

ほ

ど

独

我

論

と

し

て

述

べ

た

よ

う

な

、

他

者

に

読

者

性

は

な

い

が

私

に

は

読

者

性

が

あ

る

と

い

う

状

況

も

あ

り

え

る

。

 

 

し

か

し

、

こ

こ

で

注

目

し

て

お

く

べ

き

は

、

独

我

論

と

独

今

論

が

重

ね

て

適

用

さ

れ

て

い

る

状

況

で

あ

る

。

こ

の

場

合

、

他

者

と

し

て

の

読

者

も

、

私

と

し

て

の

読

者

も

お

ら

ず

、

読

者

は

ど

こ

に

も

存

在

し

な

い

こ

と

と

な

る

。

ど

こ

に

も

読

者

が

い

な

い

状

況

で

、

作

者

が

空

し

い

伝

達

を

試

み

つ

つ

、

伝

達

さ

れ

て

い

る

と

思

っ

て

い

る

状

況

で

あ

る

。

 

 

こ

の

よ

う

な

、

他

者

と

し

て

の

読

者

も

、

私

と

し

て

の

読

者

も

お

ら

ず

、

読

者

は

ど

こ

に

も

存

在

し

な

い

と

い

う

考

え

を

「

独

我

論

＋

独

今

論

」

と

で

も

名

付

け

る

こ

と

と

し

よ

う

。

 

 

４

の

５

 

独

我

論

、

独

今

論

の

耐

え

ら

れ

な

さ

：

拡

張

さ

れ

た

ア

ミ

ニ

ズ

ム

 

 

こ

の

「

独

我

論

＋

独

今

論

」

と

い

う

思

考

の

道

筋

は

確

か

に

あ

り

う

る

。

し

か

し

、

こ

の

文

章

の

作

者

で

あ

る

私

に

は

こ

の

ア

イ

デ

ィ

ア

を

受

け

入

れ

る

こ

と

は

、

耐

え

ら

れ

な

い

。

こ

の

文

章

を

書

い

て

い

て

、

他

者

と

い

う

読

者

も

私

と

い

う

読

者

も

否

定

し

つ

つ

、

そ

れ

で

も

作

者

と

し

て

文

章

を

書

く

と

い

う

こ

と

は

想

像

で

き

な

い

。

文

章

を

書

く

こ

と

の

意

味

が

わ

か

ら

な

く

な

っ

て

し

ま

う

。

 

 

更

に

具

合

が

悪

い

こ

と

に

は

、

私

は

、

自

分

自

身

に

対

し

て

伝

達

す

る

こ

と

も

伝

達

に

含

ま

れ

る

の

で

な

け

れ

ば

、

哲

学

と

い

う

一

塊

の

思

考

は

成

立

し

な

い

、

と

述

べ

た

。

つ

ま

り

は

、

独

今

論

に

お

い

て

は

哲

学

が

成

立

し

な

い

こ

と

と

な

り

、

つ

ま

り

は

、

私

が

行

っ

て

い

る

、

こ

の

営

み

は

成

立

し

て

い

な

い

こ

と

に

な

っ

て

し

ま

う

。

こ

れ

も

私

に

は

耐

え

ら

れ

な

い

。

 

 

私

は

、

こ

の

耐

え

ら

れ

な

さ

に

よ

り

「

独

我

論

＋

独

今

論

」

は

受

け

入

れ

ら

れ

な

い

と

考

え

る

。

 

 

で

は

、

こ

の

耐

え

ら

れ

な

さ

と

は

何

な

の

だ

ろ

う

か

。

 

 

先

ほ

ど

、

独

我

論

と

対

比

さ

せ

る

考

え

方

と

し

て

ア

ミ

ニ

ズ

ム

を

登

場

さ

せ

、

読

者

性

を

有

し

な

い

か

も

し

れ

な

い

読

者

に

対

し

て

読

者

性

が

あ

る

と

い

う

希

望

を

持

つ

こ

と

を

ア

ミ

ニ

ズ

ム

と

呼

ぶ

こ

と

と

し

た

。

こ

れ

と

同

じ

こ

と

が

、

独

今

論

に

お

い

て

も

可

能

で

あ

り

、

私

と

い

う

理

想

的

な

読

者

が

い

る

と

い

う

希

望

を

持

つ

と

い

う

こ

と

も

、

ア

ミ

ニ

ズ

ム

と

呼

ぶ

こ

と

が

で

き

る

の

で

は

な

い

だ

ろ

う

か

。

そ

し

て

、

こ

の

希

望

、

つ

ま

り

ア

ミ

ニ

ズ

ム

を

立

ち

上

げ

る

も

の

が

、

独

我

論

に

お

け

る

私

以

外

の

読

者

が

い

な

い

と

い

う

状

況

の

耐

え

ら

れ

な

さ

で

あ

り

、

独

今

論

に

お

け

る

私

と

い

う

読

者

が

い

な

い

と

い

う

状

況

の

耐

え

ら

れ

な

さ

な

の

で

は

な

い

だ

ろ

う

か

。

 

 

こ

の

よ

う

に

し

て

、

独

我

論

、

独

今

論

に

よ

る

読

者

の

否

定

、

哲

学

の

否

定

と

い

う

耐

え

ら

れ

な

さ

を

認

め

る

な

ら

ば

、

そ

れ

を

乗

り

越

え

、

読

者

と

し

て

の

他

者

を

承

認

し

、

読

者

と

し

て

の

私

を

承

認

し

、

伝

達

を

維

持

す

る

た

め

に

、

希

望

つ

ま

り

ア

ミ

ニ

ズ

ム

が

導

入

さ

れ

ざ

る

を

え

な

い

。

 

 

こ

こ

で

、

ア

ミ

ニ

ズ

ム

は

、

独

我

論

と

対

比

さ

れ

る

も

の

か

ら

、

独

今

論

と

も

対

比

さ

れ

る

も

の

に

拡
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張

さ

れ

る

。

 

 

５

 

導

入

さ

れ

て

い

た

も

の

・

区

別

 

５

の

１

 

私

 

 

私

は

先

ほ

ど

「

伝

達

」

＝

「

発

信

者

、

受

信

者

、

対

象

」

＝

「

以

下

同

様

の

規

則

＋

α

」

と

述

べ

た

。

 

 

そ

し

て

、

そ

の

後

更

に

、

「

独

我

論

・

独

今

論

、

ア

ミ

ニ

ズ

ム

（

希

望

）

」

を

導

入

し

、

「

伝

達

」

＝

「

発

信

者

、

受

信

者

、

対

象

」

＝

「

以

下

同

様

の

規

則

、

独

我

論

・

独

今

論

、

ア

ミ

ニ

ズ

ム

（

希

望

）

＋

α

」

と

な

っ

た

。

 

 

し

か

し

、

今

ま

で

の

文

脈

に

お

い

て

、

説

明

の

都

合

上

、

こ

の

α

に

あ

た

る

も

の

と

し

て

、

更

に

い

く

つ

か

の

概

念

を

こ

っ

そ

り

と

導

入

し

て

い

る

。

少

な

く

と

も

、

「

私

」

、

「

他

者

」

、

「

時

間

」

、

「

空

間

」

の

４

つ

の

概

念

を

導

入

し

て

い

る

。

 

 

よ

っ

て

、

こ

の

数

式

は

更

に

見

直

さ

れ

、

「

伝

達

」

＝

「

発

信

者

、

受

信

者

、

対

象

」

＝

「

以

下

同

様

の

規

則

、

独

我

論

・

独

今

論

、

ア

ミ

ニ

ズ

ム

（

希

望

）

、

私

、

他

者

、

時

間

、

空

間

＋

α

」

 

と

い

う

こ

と

に

な

る

。

 

 

し

か

し

、

こ

の

ま

ま

、

こ

れ

ら

の

概

念

を

密

輸

入

し

た

ま

ま

に

す

る

訳

に

も

い

か

な

い

の

で

、

順

序

は

違

う

が

、

こ

こ

で

説

明

を

行

い

た

い

。

 

 

ま

ず

は

、

「

私

」

、

「

他

者

」

、

「

時

間

」

、

「

空

間

」

の

う

ち

「

私

」

に

つ

い

て

、

こ

の

文

章

で

ど

の

よ

う

に

導

入

さ

れ

て

い

た

か

を

確

認

し

て

み

よ

う

。

 

 

先

ほ

ど

、

作

者

の

作

者

性

に

つ

い

て

述

べ

る

中

で

、

作

者

と

い

う

も

の

を

深

く

考

え

よ

う

と

す

る

と

、

そ

こ

に

「

私

」

を

投

影

せ

ざ

る

を

得

ず

、

そ

の

こ

と

を

「

作

者

性

」

と

呼

び

た

い

と

し

た

。

ま

ず

、

こ

こ

に

「

私

」

が

登

場

し

て

い

る

。

そ

し

て

、

こ

の

作

者

性

の

定

義

の

と

お

り

、

こ

の

文

章

に

お

い

て

、

哲

学

書

の

作

者

の

視

点

で

述

べ

る

に

あ

た

っ

て

は

、

ど

の

よ

う

な

テ

ー

マ

に

つ

い

て

で

あ

っ

て

も

、

そ

の

作

者

と

し

て

の

私

が

登

場

し

て

い

る

。

例

え

ば

、

友

人

Ａ

、

Ｂ

、

Ｃ

に

て

哲

学

書

を

読

ま

せ

よ

う

と

す

る

哲

学

者

と

し

て

、

ま

た

、

自

宅

か

ら

駅

ま

で

の

道

を

歩

き

な

が

ら

「

犬

」

に

つ

い

て

考

え

を

巡

ら

せ

る

者

と

し

て

、

「

私

」

は

登

場

す

る

。

更

に

は

、

こ

の

文

章

全

般

に

お

い

て

、

こ

の

文

章

の

作

者

と

し

て

「

私

」

は

登

場

し

て

い

る

。

 

 

こ

の

よ

う

に

、

「

私

」

概

念

は

、

「

作

者

」

に

つ

い

て

述

べ

る

中

で

密

輸

入

さ

れ

て

い

る

。

全

て

は

「

伝

達

」

つ

ま

り

「

作

者

、

読

者

、

哲

学

書

」

を

経

て

述

べ

る

と

し

な

が

ら

、

勝

手

に

「

私

」

概

念

が

既

に

入

り

込

ん

で

い

る

。

こ

れ

は

、

「

以

下

同

様

の

規

則

」

と

い

う

も

の

が

既

に

導

入

さ

れ

て

い

た

と

こ

ろ

か

ら

、

「

読

者

」

の

「

読

者

性

」

を

経

て

導

く

こ

と

が

で

き

る

と

後

付

け

で

導

入

の

経

緯

を

せ

ざ

る

を

得

な

か

っ

た

こ

と

と

同

じ

図

式

だ

。

 

 

そ

れ

で

は

、

「

私

」

に

つ

い

て

は

、

ど

の

よ

う

な

後

付

け

の

説

明

が

で

き

る

の

だ

ろ

う

か

。

 

 

「

私

」

概

念

に

つ

い

て

は

、

永

井

均

の

哲

学

を

持

ち

出

す

ま

で

も

な

く

、

い

わ

ゆ

る

（

私

の

哲

学

に

限

定

し

な

い

意

味

で

の

）

哲

学

に

お

い

て

は

、

多

面

的

な

議

論

が

可

能

な

複

雑

な

概

念

で

あ

る

と

受

け

止

め

ら

れ

て

い

る

。

し

か

し

、

こ

の

文

章

、

つ

ま

り

「

私

の

哲

学

」

に

お

い

て

は

、

「

私

」

と

は

、

あ

く

ま

で

、

「

作

者

」

の

「

作

者

性

」

を

超

え

る

も

の

で

は

な

い

と

単

純

に

考

え

て

い

る

。

な

ぜ

な

ら

、

全

て

の
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「

私

」

と

い

う

用

語

は

、

「

こ

の

哲

学

書

の

作

者

」

と

置

き

換

え

る

こ

と

が

で

き

る

か

ら

だ

。

つ

ま

り

、

「

私

」

と

述

べ

る

こ

と

は

「

作

者

」

と

述

べ

る

こ

と

に

等

し

く

、

単

に

「

作

者

」

＝

「

私

」

と

い

う

こ

と

だ

。

 

 

こ

の

「

私

」

は

単

純

だ

と

い

う

主

張

に

つ

い

て

、

「

私

」

は

、

こ

の

文

章

の

作

者

と

し

て

、

哲

学

書

の

作

者

と

し

て

、

作

者

性

の

定

義

と

し

て

、

と

い

っ

た

色

々

な

レ

ベ

ル

で

登

場

し

て

お

り

複

雑

だ

と

思

わ

れ

る

か

も

し

れ

な

い

。

し

か

し

、

こ

の

複

雑

さ

の

原

因

は

「

作

者

」

の

方

に

あ

る

。

「

作

者

」

に

は

、

先

ほ

ど

述

べ

た

よ

う

に

、

こ

の

文

章

の

作

者

と

し

て

の

「

作

者

」

と

い

う

意

味

と

、

こ

の

文

章

に

語

ら

れ

て

い

る

対

象

と

し

て

の

「

作

者

」

と

い

う

二

重

性

が

あ

る

。

つ

ま

り

は

、

作

者

と

、

そ

の

作

者

が

書

い

た

文

章

に

登

場

す

る

作

者

と

い

う

二

重

性

だ

。

そ

し

て

、

こ

の

二

重

性

は

反

復

し

て

適

用

さ

れ

る

た

め

、

「

作

者

が

書

い

た

文

章

に

登

場

す

る

作

者

が

書

い

た

文

章

に

登

場

す

る

作

者

・

・

・

」

と

い

う

よ

う

に

作

者

は

重

層

的

に

繰

り

返

し

登

場

し

う

る

こ

と

と

な

る

。

こ

の

よ

う

な

「

作

者

」

の

複

雑

さ

が

「

私

」

に

も

投

影

さ

れ

、

「

私

」

は

単

に

「

作

者

」

の

複

雑

さ

を

引

き

継

い

で

い

る

だ

け

に

も

関

わ

ら

ず

、

複

雑

な

よ

う

に

見

え

る

と

い

う

こ

と

だ

。

 

 

５

の

２

 

読

者

と

し

て

の

私

 

 

ま

た

、

既

に

、

自

分

自

身

に

対

す

る

伝

達

に

つ

い

て

述

べ

る

な

か

で

「

読

者

と

し

て

の

私

」

が

登

場

し

て

い

る

で

は

な

い

か

、

と

い

う

反

論

も

あ

ろ

う

。

こ

れ

に

つ

い

て

は

、

「

読

者

と

し

て

の

私

」

は

、

「

私

」

で

は

な

い

、

と

整

理

す

る

こ

と

と

し

た

い

。

つ

ま

り

、

「

私

」

は

、

「

作

者

と

し

て

の

私

」

と

「

読

者

と

し

て

の

私

」

に

分

け

ら

れ

、

こ

こ

で

は

「

作

者

と

し

て

の

私

」

を

「

私

」

と

す

る

、

と

い

う

こ

と

だ

。

 

 

そ

れ

で

は

、

「

読

者

と

し

て

の

私

」

と

は

何

か

、

と

い

う

こ

と

に

な

る

が

、

結

論

と

し

て

は

『

「

私

」

か

ら

時

間

的

に

「

区

別

」

さ

れ

た

「

他

者

」

』

と

考

え

て

頂

き

た

い

。

「

読

者

と

し

て

の

私

」

と

は

「

他

者

」

だ

。

 

 

後

ほ

ど

、

こ

の

説

明

で

用

い

て

い

る

「

他

者

」

「

時

間

」

と

い

っ

た

も

の

に

つ

い

て

述

べ

る

こ

と

に

な

る

の

で

、

そ

の

後

に

理

由

を

説

明

す

る

が

、

当

面

は

そ

う

考

え

て

頂

き

た

い

。

（

な

お

、

「

読

者

と

し

て

の

私

」

に

つ

い

て

は

、

更

に

語

る

べ

き

こ

と

が

あ

る

が

、

説

明

の

都

合

上

、

更

に

分

け

て

述

べ

る

こ

と

と

す

る

。

）

 

 

５

の

３

 

他

者

 

 

次

に

「

他

者

」

に

つ

い

て

考

え

て

み

よ

う

。

 

 

「

他

者

」

に

つ

い

て

は

、

文

章

の

受

け

手

と

し

て

登

場

す

る

。

「

他

者

」

と

い

う

言

葉

は

あ

ま

り

用

い

て

い

な

い

が

、

例

え

ば

ア

ミ

ニ

ズ

ム

に

つ

い

て

述

べ

る

な

か

で

、

『

他

者

に

対

し

て

作

者

と

同

じ

に

解

釈

し

て

く

れ

る

と

い

う

希

望

を

持

つ

と

い

う

こ

と

が

「

読

者

」

の

意

味

で

あ

る

。

』

な

ど

と

し

て

い

る

。

こ

れ

は

、

他

者

の

一

部

が

読

者

で

あ

る

、

つ

ま

り

は

他

者

の

部

分

集

合

が

読

者

で

あ

る

と

い

う

こ

と

が

隠

さ

れ

た

前

提

に

な

っ

て

い

る

と

い

う

こ

と

で

あ

る

。

 

 

よ

っ

て

、

先

ほ

ど

「

私

」

に

つ

い

て

は

、

「

作

者

」

＝

「

私

」

と

し

た

が

、

「

他

者

」

に

つ

い

て

は

簡
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単

に

「

読

者

」

＝

「

他

者

」

と

は

言

え

な

い

。

他

者

の

部

分

集

合

が

読

者

で

あ

る

と

言

っ

た

と

お

り

「

他

者

」

は

「

読

者

」

を

は

み

出

し

て

い

る

よ

う

に

思

わ

れ

る

。

 

 

こ

こ

で

、

「

他

者

」

と

「

読

者

」

の

関

係

を

検

討

す

る

に

あ

た

っ

て

、

先

ほ

ど

、

読

者

の

「

読

者

性

」

に

つ

い

て

、

独

我

論

と

ア

ミ

ニ

ズ

ム

と

い

う

、

相

反

し

た

捉

え

方

を

行

っ

た

こ

と

に

立

ち

返

り

、

こ

の

２

つ

を

分

け

て

検

討

し

て

み

よ

う

。

 

 

こ

の

検

討

に

あ

た

っ

て

は

、

繰

り

返

し

の

確

認

に

な

る

が

、

私

は

、

全

て

は

「

伝

達

」

つ

ま

り

「

作

者

、

読

者

、

哲

学

書

」

を

経

て

述

べ

る

こ

と

に

し

た

い

と

言

っ

た

こ

と

を

考

慮

す

る

必

要

が

あ

る

。

つ

ま

り

は

、

こ

の

い

ず

れ

か

か

ら

「

他

者

」

が

導

か

れ

る

の

で

あ

れ

ば

、

「

他

者

」

が

い

る

と

し

て

よ

い

が

、

い

ず

れ

か

ら

も

導

か

れ

な

い

な

ら

ば

「

他

者

」

が

い

る

と

は

言

え

な

い

と

い

う

こ

と

に

な

る

。

 

 

こ

の

こ

と

を

踏

ま

え

、

ま

ず

、

読

者

の

「

読

者

性

」

に

つ

い

て

厳

格

に

解

し

、

読

者

性

を

有

す

る

読

者

と

し

て

の

他

者

を

否

定

す

る

独

我

論

に

お

け

る

「

他

者

」

に

つ

い

て

考

え

て

み

よ

う

。

こ

の

場

合

、

読

者

を

は

み

出

し

た

他

者

、

つ

ま

り

、

「

読

者

で

は

な

い

他

者

」

、

伝

達

の

受

け

手

で

な

い

他

者

と

は

何

を

指

す

の

だ

ろ

う

か

。

 

 

先

ほ

ど

、

独

我

論

に

お

い

て

作

者

自

身

以

外

の

読

者

は

い

な

い

と

述

べ

た

。

ま

た

、

作

者

と

は

私

の

こ

と

な

の

だ

か

ら

、

作

者

は

他

者

で

は

あ

り

え

な

い

。

と

す

る

と

、

他

者

と

は

作

者

で

も

な

く

読

者

で

も

な

い

と

い

う

こ

と

に

な

る

。

つ

ま

り

は

、

「

他

者

」

は

作

者

・

読

者

の

ど

ち

ら

を

経

て

も

導

入

さ

れ

な

い

。

と

す

る

と

、

「

他

者

」

は

ど

こ

に

も

い

な

い

か

、

「

哲

学

書

」

を

経

て

導

入

さ

れ

る

と

い

う

こ

と

に

な

る

。

 

 

仮

に

「

他

者

」

は

「

作

者

、

読

者

、

哲

学

書

」

の

う

ち

「

哲

学

書

」

を

経

て

導

入

さ

れ

る

と

す

る

と

、

そ

も

そ

も

「

哲

学

書

」

を

経

て

導

入

さ

れ

る

と

は

、

ど

う

い

う

こ

と

な

の

だ

ろ

う

か

。

 

 

そ

れ

は

簡

単

に

言

え

ば

、

哲

学

書

に

他

者

に

つ

い

て

書

か

れ

て

い

る

と

い

う

こ

と

な

の

で

は

な

い

だ

ろ

う

か

。

哲

学

に

は

色

々

な

哲

学

が

あ

る

か

ら

、

他

者

に

つ

い

て

全

く

触

れ

ら

れ

な

い

哲

学

も

あ

る

だ

ろ

う

。

し

か

し

、

「

私

の

哲

学

」

に

お

い

て

は

、

少

な

く

と

も

、

今

書

い

て

い

る

と

お

り

、

「

他

者

」

に

つ

い

て

触

れ

て

い

る

。

お

り

、

「

私

の

哲

学

」

で

は

、

「

哲

学

書

（

対

象

）

」

に

他

者

が

存

在

す

る

。

こ

の

こ

と

が

、

「

他

者

」

は

「

私

の

哲

学

書

（

つ

ま

り

、

こ

の

文

章

）

」

に

い

る

、

と

い

う

こ

と

な

の

だ

と

私

は

考

え

る

。

 

 

ま

た

、

も

う

一

方

の

、

読

者

の

「

読

者

性

」

に

つ

い

て

希

望

の

も

と

に

幅

広

く

捉

え

よ

う

と

す

る

ア

ミ

ニ

ズ

ム

の

場

合

の

他

者

に

つ

い

て

考

え

て

み

よ

う

。

 

 

ア

ミ

ニ

ズ

ム

に

お

い

て

は

、

独

我

論

の

よ

う

に

作

者

以

外

の

読

者

は

否

定

さ

れ

な

い

。

よ

っ

て

、

「

読

者

と

し

て

の

他

者

」

は

読

者

の

な

か

に

認

め

ら

れ

る

。

問

題

は

、

読

者

を

は

み

出

し

た

「

読

者

で

は

な

い

他

者

」

だ

。

ア

ミ

ニ

ズ

ム

に

お

い

て

は

、

読

者

に

な

っ

て

く

れ

る

の

で

は

な

い

か

と

い

う

期

待

に

よ

り

、

読

者

は

拡

大

し

て

い

く

。

先

ほ

ど

の

例

え

で

言

え

ば

、

読

者

と

な

っ

て

く

れ

る

か

も

し

れ

な

い

と

い

う

期

待

を

宇

宙

人

や

イ

ル

カ

に

さ

え

持

つ

こ

と

が

で

き

る

な

ら

ば

、

宇

宙

人

や

イ

ル

カ

は

読

者

だ

。

そ

う

し

た

場

合

、

「

読

者

で

は

な

い

他

者

」

と

は

読

者

と

は

思

え

な

い

も

の

、

例

え

ば

ネ

ズ

ミ

や

サ

ボ

テ

ン

の

よ

う

な

も

の

を

指

す

。

こ

の

よ

う

な

も

の

た

ち

を

他

者

と

呼

ぶ

こ

と

が

で

き

る

の

だ

ろ

う

か

。

 

 

こ

こ

で

、

「

作

者

（

発

信

者

）

、

読

者

（

受

信

者

）

、

哲

学

書

（

対

象

）

」

を

経

て

述

べ

る

こ

と

と

し

た

こ

と

に

立

ち

返

り

考

え

て

み

る

と

、

仮

に

ア

ミ

ニ

ズ

ム

の

観

点

か

ら

ネ

ズ

ミ

や

サ

ボ

テ

ン

に

読

者

性

が
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認

め

ら

れ

な

い

と

す

る

と

、

こ

の

よ

う

な

「

読

者

で

は

な

い

他

者

」

は

、

独

我

論

に

お

け

る

他

者

と

同

様

に

、

「

作

者

（

発

信

者

）

、

読

者

（

受

信

者

）

、

哲

学

書

（

対

象

）

」

の

う

ち

の

作

者

で

も

読

者

で

も

な

い

の

だ

か

ら

、

「

哲

学

書

（

対

象

）

」

を

経

由

し

て

し

か

導

か

れ

な

い

と

い

う

こ

と

に

な

る

。

よ

っ

て

、

ア

ミ

ニ

ズ

ム

に

お

い

て

も

、

ネ

ズ

ミ

や

サ

ボ

テ

ン

の

よ

う

な

「

読

者

で

は

な

い

他

者

」

は

独

我

論

と

同

じ

よ

う

に

「

私

の

哲

学

書

」

の

な

か

だ

け

に

い

る

、

と

い

う

こ

と

に

な

ら

ざ

る

を

得

な

い

。

 

 

つ

ま

り

は

、

独

我

論

、

ア

ミ

ニ

ズ

ム

の

ど

ち

ら

か

ら

ア

プ

ロ

ー

チ

し

た

と

し

て

も

「

読

者

で

は

な

い

他

者

」

は

「

私

の

哲

学

書

」

の

な

か

に

し

か

い

な

い

と

い

う

こ

と

に

な

る

。

（

独

我

論

の

場

合

、

「

読

者

と

し

て

の

他

者

」

が

そ

も

そ

も

い

な

い

の

だ

か

ら

、

全

て

の

他

者

が

「

読

者

で

は

な

い

他

者

」

で

あ

る

。

）

 

 

こ

の

よ

う

に

考

え

て

み

る

と

、

『

他

者

に

対

し

て

作

者

と

同

じ

に

解

釈

し

て

く

れ

る

と

い

う

希

望

を

持

つ

と

い

う

こ

と

が

「

読

者

」

の

意

味

で

あ

る

。

』

な

ど

と

、

他

者

の

一

部

が

読

者

で

あ

り

、

他

者

の

部

分

集

合

が

読

者

で

あ

る

よ

う

に

語

り

、

「

読

者

と

し

て

の

他

者

」

と

「

読

者

で

は

な

い

他

者

」

は

あ

た

か

も

同

列

に

比

較

可

能

な

も

の

の

よ

う

に

語

っ

て

き

た

が

、

実

は

誤

り

で

あ

り

、

「

読

者

で

は

な

い

他

者

」

に

つ

い

て

は

、

「

読

者

と

し

て

の

他

者

」

と

は

全

く

導

入

の

さ

れ

方

が

異

な

り

、

哲

学

書

の

な

か

で

し

か

語

る

こ

と

が

で

き

な

い

も

の

で

あ

っ

た

の

で

あ

る

。

 

 

こ

こ

で

整

理

す

る

と

、

「

読

者

と

し

て

の

他

者

」

と

は

、

独

我

論

に

お

い

て

は

否

定

さ

れ

、

ア

ミ

ニ

ズ

ム

に

お

い

て

は

「

読

者

」

の

こ

と

で

あ

る

。

そ

し

て

、

「

読

者

で

は

な

い

他

者

」

と

は

独

我

論

に

お

い

て

も

、

ア

ミ

ニ

ズ

ム

に

お

い

て

も

、

哲

学

書

の

な

か

に

あ

る

も

の

で

あ

る

、

と

い

う

こ

と

に

な

る

。

 

 

５

の

４

 

時

間

・

空

間

：

区

別

 

 

次

に

、

こ

の

文

章

に

お

い

て

、

「

時

間

」

概

念

が

ど

の

よ

う

に

導

入

さ

れ

た

の

か

を

振

り

返

っ

て

み

よ

う

。

 

 

こ

こ

ま

で

の

文

章

で

「

時

間

」

概

念

が

登

場

し

て

い

る

こ

と

を

明

確

に

述

べ

た

箇

所

と

し

て

、

自

分

自

身

に

対

す

る

伝

達

に

つ

い

て

考

え

る

な

か

で

、

白

い

犬

の

こ

と

を

考

え

な

が

ら

散

歩

す

る

場

面

が

あ

っ

た

。

そ

こ

で

は

、

既

に

、

「

こ

の

説

明

は

、

散

歩

の

例

え

で

言

え

ば

「

ガ

ー

ド

下

で

」

「

小

さ

な

公

園

で

」

「

一

気

に

思

考

を

行

う

」

と

い

う

よ

う

に

、

時

点

や

時

間

と

い

う

考

え

を

既

に

導

入

し

て

し

ま

っ

て

い

る

と

い

う

点

で

不

正

確

な

も

の

と

な

っ

て

い

る

。

「

ガ

ー

ド

下

で

」

「

小

さ

な

公

園

で

」

と

い

う

時

点

を

ひ

と

つ

の

時

点

と

捉

え

る

べ

き

な

の

か

、

ひ

と

つ

の

時

点

で

「

一

気

に

思

考

を

行

う

」

と

は

ど

う

い

う

こ

と

な

の

か

、

そ

も

そ

も

「

時

間

」

と

い

う

概

念

を

導

入

し

て

よ

い

の

か

、

と

い

っ

た

こ

と

に

つ

い

て

は

現

段

階

で

は

何

も

検

討

を

行

っ

て

い

な

い

。

」

と

明

示

し

て

い

る

。

 

 

ま

た

、

独

今

論

に

つ

い

て

検

討

す

る

な

か

で

も

、

ガ

ー

ド

下

で

の

私

に

対

す

る

小

さ

な

公

園

で

の

私

は

、

実

は

理

想

的

な

読

者

と

し

て

は

存

在

し

な

い

等

と

述

べ

、

つ

ま

り

は

、

あ

る

時

点

で

の

私

と

そ

の

時

点

よ

り

未

来

の

時

点

で

の

私

の

関

係

に

つ

い

て

の

考

察

を

行

う

こ

と

で

、

時

点

間

の

前

後

関

係

と

い

う

意

味

で

の

「

時

間

」

概

念

を

導

入

し

て

い

た

。

 

 

こ

こ

で

「

時

間

」

概

念

に

つ

い

て

検

討

す

る

に

あ

た

っ

て

は

、

あ

く

ま

で

「

私

の

哲

学

」

に

お

け

る

今

ま

で

の

議

論

を

成

立

さ

せ

る

た

め

の

必

要

最

小

限

の

も

の

と

し

て

「

時

間

」

概

念

を

捉

え

る

べ

き

と

い

う

こ

と

に

留

意

す

る

必

要

が

あ

る

。

こ

こ

ま

で

の

説

明

の

都

合

上

、

時

点

の

広

が

り

、

時

点

間

の

前

後

関

係
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と

い

っ

た

「

時

間

」

に

関

す

る

様

々

な

特

徴

、

問

題

点

を

一

気

に

密

輸

入

し

て

し

ま

っ

て

い

る

が

、

何

が

「

私

の

哲

学

」

に

お

い

て

必

須

の

も

の

で

あ

り

、

何

が

、

よ

り

わ

か

り

や

す

く

説

明

す

る

都

合

上

、

便

宜

的

に

不

必

要

に

導

入

さ

れ

た

も

の

な

の

か

を

見

極

め

る

必

要

が

あ

る

。

 

 

私

は

先

ほ

ど

、

散

歩

し

な

が

ら

白

い

犬

の

こ

と

を

考

え

る

場

面

に

お

い

て

は

、

ガ

ー

ド

下

で

の

作

者

で

あ

る

私

か

ら

小

さ

な

公

園

で

の

読

者

で

あ

る

私

に

対

し

て

、

思

考

、

つ

ま

り

哲

学

書

の

伝

達

が

行

わ

れ

て

い

る

、

だ

か

ら

こ

そ

、

複

雑

な

思

考

が

可

能

で

あ

る

、

と

述

べ

た

。

そ

し

て

、

こ

の

伝

達

を

否

定

す

る

も

の

と

し

て

独

今

論

が

あ

る

と

述

べ

た

。

 

 

こ

こ

で

注

意

す

べ

き

は

、

こ

の

作

者

と

読

者

は

別

で

あ

る

と

い

う

こ

と

で

あ

る

。

「

時

間

」

概

念

の

よ

う

な

も

の

を

先

取

り

し

て

し

ま

え

ば

、

そ

ん

な

こ

と

は

当

た

り

前

だ

、

と

い

う

こ

と

に

な

る

か

も

し

れ

な

い

が

、

こ

こ

で

は

「

時

間

」

と

い

う

も

の

が

明

ら

か

で

な

い

と

こ

ろ

か

ら

、

慎

重

に

、

必

要

最

小

限

の

「

時

間

」

を

捉

え

よ

う

と

し

て

い

る

こ

と

に

留

意

し

て

頂

き

た

い

。

「

時

間

」

的

な

も

の

を

全

て

無

視

し

た

場

合

、

ガ

ー

ド

下

で

の

「

作

者

と

し

て

の

私

」

と

小

さ

な

公

園

で

の

「

読

者

と

し

て

の

私

」

を

「

区

別

」

す

る

も

の

は

何

も

な

い

。

「

区

別

」

が

な

け

れ

ば

、

こ

の

二

つ

の

私

を

作

者

と

読

者

に

振

り

分

け

、

「

伝

達

」

と

い

う

も

の

を

想

定

す

る

こ

と

も

で

き

な

く

な

る

の

で

は

な

い

か

。

 

 

こ

の

「

区

別

」

つ

ま

り

「

伝

達

」

が

あ

る

た

め

に

必

要

な

、

作

者

と

読

者

の

「

区

別

」

を

生

み

出

す

も

の

が

「

時

間

」

で

あ

る

。

ガ

ー

ド

下

で

の

「

作

者

と

し

て

の

私

」

と

、

小

さ

な

公

園

で

の

「

読

者

と

し

て

の

私

」

を

「

区

別

」

す

る

も

の

と

し

て

「

時

間

」

は

あ

る

。

こ

れ

が

必

要

最

小

限

の

「

時

間

」

の

意

味

で

あ

る

。

 

 

こ

こ

に

は

、

更

に

、

ど

こ

で

哲

学

書

、

つ

ま

り

思

考

の

区

切

り

が

あ

る

の

か

、

「

ガ

ー

ド

下

」

と

「

小

さ

な

公

園

」

で

区

切

っ

て

本

当

に

い

の

か

、

と

い

う

よ

う

な

疑

問

が

あ

り

う

る

。

こ

の

疑

問

は

時

点

の

広

が

り

と

い

う

よ

う

な

別

の

議

論

に

つ

な

が

る

も

の

か

も

し

れ

な

い

。

し

か

し

、

こ

の

文

章

で

は

そ

の

方

向

に

は

議

論

を

発

展

さ

せ

ず

、

ど

こ

か

で

区

切

り

が

あ

る

と

い

う

こ

と

は

確

か

で

あ

る

、

と

い

う

こ

と

を

確

認

す

る

に

留

め

た

い

。

こ

の

区

切

り

、

区

別

を

「

時

間

」

と

名

付

け

る

こ

と

が

適

当

か

ど

う

か

は

別

に

し

て

、

何

ら

か

の

「

区

別

」

と

い

う

概

念

は

導

入

せ

ざ

る

を

得

な

い

。

こ

れ

が

、

現

時

点

で

「

私

の

哲

学

」

か

ら

導

く

こ

と

の

で

き

る

最

小

限

度

の

「

時

間

」

の

意

味

合

い

で

あ

る

。

 

 

ま

た

、

「

空

間

」

に

つ

い

て

も

、

同

様

の

こ

と

が

言

え

る

。

こ

の

文

章

で

は

、

「

空

間

」

と

い

う

用

語

は

こ

こ

ま

で

用

い

て

い

な

い

が

、

「

作

者

と

し

て

の

私

」

と

「

読

者

と

し

て

の

他

者

」

を

分

か

つ

も

の

と

し

て

、

「

空

間

」

は

存

在

す

る

。

「

作

者

と

し

て

の

私

」

と

「

読

者

と

し

て

の

私

」

と

の

間

で

の

伝

達

が

生

じ

る

た

め

に

必

要

な

「

区

別

」

と

し

て

「

時

間

」

概

念

を

導

入

し

た

の

と

同

じ

よ

う

に

、

「

作

者

と

し

て

の

私

」

と

「

読

者

と

し

て

の

他

者

」

と

の

間

で

の

伝

達

が

生

じ

る

た

め

に

必

要

な

区

別

と

し

て

「

空

間

」

概

念

を

導

入

す

る

こ

と

と

な

る

。

こ

の

よ

う

に

「

時

間

」

と

「

空

間

」

は

、

い

ず

れ

も

「

区

別

」

概

念

の

一

形

態

と

考

え

る

こ

と

が

で

き

る

。

 

 

よ

っ

て

、

こ

の

文

章

に

お

い

て

は

「

時

間

」

「

空

間

」

と

は

「

区

別

」

の

こ

と

で

あ

り

、

あ

え

て

「

時

間

」

「

空

間

」

と

い

う

名

称

を

用

い

な

く

と

も

よ

い

が

、

私

は

ど

う

し

て

も

「

時

間

」

「

空

間

」

と

い

う

用

語

を

用

い

た

く

な

っ

て

し

ま

う

の

で

、

そ

う

呼

ぶ

こ

と

に

す

る

。

そ

し

て

、

「

作

者

と

し

て

の

私

」

と

「

読

者

と

し

て

の

私

」

と

の

「

区

別

」

を

「

時

間

的

区

別

」

と

呼

び

、

「

作

者

と

し

て

の

私

」

と

「

読

者
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と

し

て

の

他

者

」

と

の

「

区

別

」

を

「

空

間

的

区

別

」

と

呼

ぶ

こ

と

に

す

る

。

 

 

５

の

５

 

区

別

と

独

我

論

・

独

今

論

、

ア

ミ

ニ

ズ

ム

 

 

こ

の

「

区

別

」

は

、

先

ほ

ど

述

べ

た

独

我

論

・

独

今

論

、

ア

ミ

ニ

ズ

ム

と

も

密

接

に

関

係

す

る

。

 

 

独

我

論

や

独

今

論

は

、

「

作

者

と

し

て

の

私

」

か

ら

見

た

「

読

者

と

し

て

の

他

者

」

や

「

読

者

と

し

て

の

私

」

を

否

定

す

る

も

の

で

あ

る

が

、

こ

の

否

定

は

、

「

区

別

」

の

向

こ

う

側

だ

か

ら

こ

そ

発

動

す

る

。

「

作

者

と

し

て

の

私

」

か

ら

、

「

読

者

と

し

て

の

他

者

」

や

「

読

者

と

し

て

の

私

」

は

、

空

間

的

、

時

間

的

に

「

区

別

」

さ

れ

て

い

る

か

ら

こ

そ

、

「

区

別

」

の

向

こ

う

側

を

否

定

す

る

こ

と

が

で

き

る

。

 

 

言

い

替

え

れ

ば

、

こ

の

「

区

別

」

に

よ

り

「

読

者

性

」

つ

ま

り

「

以

下

同

様

の

規

則

」

の

力

は

、

「

読

者

と

し

て

の

他

者

」

や

「

読

者

と

し

て

の

私

」

に

及

ば

な

い

と

い

う

「

以

下

同

様

の

規

則

」

の

否

定

が

、

独

我

論

・

独

今

論

の

意

味

で

あ

る

、

と

も

言

え

る

。

 

 

つ

ま

り

、

独

我

論

と

は

、

「

作

者

と

し

て

の

私

」

か

ら

見

て

、

「

区

別

」

の

向

こ

う

側

に

理

想

的

な

読

者

が

い

る

か

も

し

れ

な

い

と

い

う

こ

と

を

、

空

間

的

区

別

に

よ

り

「

以

下

同

様

の

規

則

」

は

及

ば

な

い

と

い

う

理

由

か

ら

否

定

す

る

と

い

う

考

え

で

あ

り

、

独

今

論

と

は

、

ガ

ー

ド

下

で

の

「

作

者

と

し

て

の

私

」

か

ら

見

て

「

区

別

」

の

向

こ

う

側

に

い

る

小

さ

な

公

園

で

の

私

が

理

想

的

な

読

者

と

し

て

存

在

す

る

と

い

う

こ

と

を

、

時

間

的

区

別

に

よ

り

「

以

下

同

様

の

規

則

」

は

及

ば

な

い

と

い

う

理

由

か

ら

否

定

す

る

考

え

な

の

で

あ

る

。

 

 

し

か

し

、

一

方

で

、

「

区

別

」

は

、

否

定

と

し

て

だ

け

で

な

く

、

肯

定

と

し

て

も

働

く

。

「

区

別

」

の

向

こ

う

側

の

こ

と

は

わ

か

ら

な

い

の

だ

か

ら

、

向

こ

う

側

に

読

者

は

い

る

か

も

し

れ

な

い

と

い

う

希

望

は

持

て

る

、

と

い

う

肯

定

的

な

考

え

を

と

る

こ

と

も

で

き

る

。

こ

れ

が

ア

ミ

ニ

ズ

ム

で

あ

る

。

よ

っ

て

、

ア

ミ

ニ

ズ

ム

も

「

区

別

」

が

な

け

れ

ば

成

立

し

な

い

。

「

区

別

」

が

な

け

れ

ば

、

読

者

が

い

な

い

こ

と

が

明

ら

か

に

な

っ

て

し

ま

う

の

だ

か

ら

、

希

望

は

生

ま

れ

な

い

。

 

 

こ

の

よ

う

に

、

独

我

論

・

独

今

論

を

立

ち

上

げ

、

一

方

で

ア

ミ

ニ

ズ

ム

も

立

ち

上

げ

る

も

の

と

し

て

「

区

別

」

は

あ

る

。

 

 

５

の

６

 

時

間

 

過

去

と

未

来

 

 

時

間

と

い

う

用

語

に

つ

い

て

、

「

区

別

」

と

い

う

意

味

で

用

い

る

と

し

た

。

そ

れ

は

、

つ

ま

り

、

時

間

に

は

「

区

別

」

だ

け

が

あ

り

、

過

去

も

未

来

も

な

い

と

い

う

こ

と

だ

。

 

 

し

か

し

、

通

常

、

「

時

間

」

に

は

「

区

別

」

以

上

の

も

の

、

つ

ま

り

、

過

去

と

未

来

と

い

う

時

間

の

前

後

関

係

と

い

っ

た

も

の

が

あ

る

も

の

と

し

て

用

い

ら

れ

て

お

り

、

少

な

く

と

も

、

私

は

、

こ

こ

ま

で

、

そ

の

よ

う

に

用

い

て

き

た

。

 

 

こ

こ

で

、

過

去

、

未

来

と

し

て

述

べ

て

き

た

も

の

が

何

な

の

か

明

ら

か

に

し

た

い

。

 

 

注

目

し

た

い

の

は

、

独

我

論

・

独

今

論

と

対

比

し

て

ア

ミ

ニ

ズ

ム

に

つ

い

て

語

る

中

で

、

「

読

者

が

い

る

か

も

し

れ

な

い

。

」

と

い

う

希

望

が

あ

る

と

し

た

こ

と

だ

。

こ

の

希

望

に

は

、

『

「

未

来

に

は

」

読

者

が

い

る

か

も

し

れ

な

い

。

』

と

い

う

言

葉

が

隠

さ

れ

て

い

る

よ

う

に

思

わ

れ

る

。

 

 

つ

ま

り

、

「

読

者

と

し

て

の

他

者

」

は

い

な

い

と

い

う

独

我

論

を

乗

り

越

え

よ

う

と

す

る

ア

ミ

ニ

ズ

ム
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の

見

地

か

ら

は

、

今

ま

で

は

「

読

者

と

し

て

の

他

者

」

は

い

な

か

っ

た

が

、

未

来

に

は

い

る

か

も

し

れ

な

い

と

い

う

希

望

が

あ

る

と

い

う

こ

と

だ

。

こ

れ

は

、

独

今

論

を

乗

り

越

え

よ

う

と

す

る

ア

ミ

ニ

ズ

ム

の

見

地

か

ら

も

同

様

で

あ

る

。

「

読

者

と

し

て

の

私

」

と

い

う

理

想

的

な

読

者

が

い

な

い

と

い

う

耐

え

ら

れ

な

さ

を

乗

り

越

え

る

も

の

と

し

て

、

未

来

の

「

読

者

と

し

て

の

私

」

に

は

読

者

性

が

あ

る

か

も

し

れ

な

い

と

い

う

希

望

が

あ

る

。
 

 

つ

ま

り

、

独

我

論

に

対

す

る

ア

ミ

ニ

ズ

ム

に

お

い

て

も

、

独

今

論

に

対

す

る

ア

ミ

ニ

ズ

ム

に

お

い

て

も

、

過

去

に

は

希

望

が

な

く

、

未

来

に

は

希

望

が

あ

る

、

と

い

う

意

味

で

の

過

去

と

未

来

の

非

対

称

性

が

あ

る

。

 

 

い

や

、

正

確

に

言

う

べ

き

だ

ろ

う

。

こ

こ

ま

で

の

議

論

に

お

い

て

は

、

「

伝

達

」

＝

「

作

者

、

読

者

、

哲

学

書

」

＝

「

以

下

同

様

の

規

則

、

独

我

論

・

独

今

論

、

ア

ミ

ニ

ズ

ム

（

希

望

）

、

私

、

他

者

、

時

間

、

空

間

＋

α

」

 

と

い

う

と

こ

ろ

ま

で

し

か

語

る

こ

と

が

で

き

て

い

な

い

。

過

去

や

未

来

を

導

入

す

る

に

は

至

っ

て

い

な

い

。

 

 

よ

っ

て

、

言

い

方

が

逆

で

あ

る

。

つ

ま

り

、

他

者

で

あ

れ

、

私

で

あ

れ

、

読

者

が

い

る

か

も

し

れ

な

い

と

い

う

ア

ミ

ニ

ズ

ム

的

な

希

望

が

あ

る

こ

と

が

未

来

で

あ

り

、

そ

の

希

望

が

欠

け

て

い

る

こ

と

が

過

去

で

あ

る

。

つ

ま

り

、

過

去

・

未

来

と

い

う

概

念

を

新

た

に

導

入

す

る

必

要

は

な

く

、

ア

ミ

ニ

ズ

ム

的

な

希

望

の

有

無

と

い

う

観

点

か

ら

説

明

が

可

能

で

あ

る

。

 

 

以

上

を

言

い

直

す

と

、

「

区

別

」

に

よ

り

希

望

を

肯

定

し

、

ア

ミ

ニ

ズ

ム

の

立

場

に

立

つ

と

い

う

こ

と

が

未

来

の

意

味

で

あ

り

、

「

区

別

」

に

よ

り

希

望

を

否

定

し

、

独

我

論

・

独

今

論

の

立

場

に

立

つ

と

い

う

こ

と

が

過

去

の

意

味

な

の

で

あ

る

。

 

 

５

の

７

 

読

者

と

し

て

の

私

（

再

考

）

：

原

点

性

 

 

先

ほ

ど

、

「

読

者

と

し

て

の

私

」

と

は

、

結

論

と

し

て

は

「

私

」

か

ら

時

間

的

に

「

区

別

」

さ

れ

た

「

他

者

」

と

考

え

て

頂

き

た

い

、

と

し

、

そ

の

理

由

に

つ

い

て

は

、

「

他

者

」

「

時

間

」

「

空

間

」

に

つ

い

て

説

明

し

た

後

に

述

べ

る

こ

と

と

し

た

の

で

、

こ

こ

で

そ

の

理

由

を

述

べ

る

こ

と

と

し

た

い

。

 

 

「

区

別

」

に

つ

い

て

説

明

す

る

な

か

で

、

「

時

間

」

と

「

空

間

」

の

類

似

性

に

つ

い

て

は

述

べ

た

と

お

り

な

の

で

、

「

作

者

と

し

て

の

私

」

と

「

読

者

と

し

て

の

他

者

」

が

空

間

的

に

「

区

別

」

さ

れ

る

の

と

同

様

に

、

「

作

者

と

し

て

の

私

」

と

「

読

者

と

し

て

の

私

」

が

、

時

間

的

に

「

区

別

」

さ

れ

る

、

と

い

う

こ

と

に

つ

い

て

改

め

て

説

明

す

る

必

要

は

な

い

だ

ろ

う

。

つ

ま

り

、

「

読

者

と

し

て

の

他

者

」

と

「

読

者

と

し

て

の

私

」

に

は

「

区

別

」

さ

れ

る

側

で

あ

る

と

い

う

類

似

性

が

あ

る

。

 

 

そ

し

て

、

仮

に

「

作

者

と

し

て

の

私

」

が

「

私

」

な

ら

ば

、

「

区

別

」

さ

れ

た

「

読

者

と

し

て

の

他

者

」

や

「

読

者

と

し

て

の

私

」

を

「

私

」

と

呼

ぶ

こ

と

は

で

き

な

い

と

い

う

こ

と

も

ご

理

解

頂

け

る

の

で

は

な

い

か

と

思

う

。

 

 

問

題

は

、

な

ぜ

「

作

者

と

し

て

の

私

」

が

「

私

」

で

あ

り

、

「

読

者

と

し

て

の

他

者

」

や

「

読

者

と

し

て

の

私

」

は

「

私

」

で

は

な

い

の

か

、

と

い

う

こ

と

だ

。

 

 

こ

こ

で

、

「

読

者

と

し

て

の

他

者

」

が

「

私

」

で

は

な

い

の

は

な

ぜ

か

、

と

い

う

疑

問

は

わ

か

り

に

く

い

の

で

省

略

す

る

と

、

「

作

者

と

し

て

の

私

」

が

「

私

」

で

あ

り

、

「

読

者

と

し

て

の

私

」

は

「

私

」

で

は

な

い

の

は

な

ぜ

か

、

つ

ま

り

「

作

者

と

し

て

の

私

」

と

「

読

者

と

し

て

の

私

」

の

い

ず

れ

か

が

「

私

」
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な

ら

ば

、

ど

ち

ら

が

「

私

」

か

は

、

ど

の

よ

う

に

決

ま

る

の

か

、

と

い

う

疑

問

に

答

え

る

必

要

が

あ

る

。

 

 

先

ほ

ど

、

独

今

論

に

お

け

る

時

間

的

区

別

に

つ

い

て

述

べ

る

な

か

で

、

「

作

者

と

し

て

の

私

」

と

「

読

者

と

し

て

の

私

」

が

「

区

別

」

さ

れ

る

状

況

に

お

い

て

、

当

然

の

よ

う

に

、

「

作

者

と

し

て

の

私

」

を

「

区

別

」

の

手

前

に

置

き

、

「

読

者

と

し

て

の

私

」

を

「

区

別

」

の

向

こ

う

側

に

置

い

て

い

た

。

そ

し

て

、

「

読

者

と

し

て

の

私

」

が

い

る

か

い

な

い

か

、

と

い

う

よ

う

な

議

論

を

行

っ

た

。

し

か

し

、

実

は

「

読

者

と

し

て

の

私

」

を

「

区

別

」

の

手

前

に

置

き

、

「

作

者

と

し

て

の

私

」

が

い

る

か

ど

う

か

、

と

い

う

議

論

も

で

き

た

は

ず

で

あ

る

。

そ

う

し

な

か

っ

た

の

は

な

ぜ

か

と

い

う

疑

問

で

あ

る

。

 

 

こ

の

疑

問

に

対

す

る

答

え

は

、

先

ほ

ど

「

作

者

性

」

に

つ

い

て

述

べ

た

際

に

触

れ

た

と

お

り

、

私

は

、

常

に

哲

学

の

作

者

で

あ

り

、

哲

学

の

読

者

で

は

な

い

と

い

う

実

感

が

あ

る

か

ら

、

と

し

か

言

え

な

い

。

こ

の

実

感

が

な

ぜ

生

じ

る

か

、

と

い

う

よ

う

な

話

は

更

に

で

き

る

の

か

も

し

れ

な

い

が

、

疑

問

の

答

え

と

し

て

は

、

そ

う

い

う

実

感

が

あ

る

か

ら

、

と

し

か

言

え

な

い

。

 

 

こ

の

実

感

を

原

点

性

と

呼

ぶ

な

ら

ば

、

原

点

性

に

よ

り

「

作

者

と

し

て

の

私

」

が

優

先

さ

れ

る

、

と

言

い

換

え

る

こ

と

が

で

き

る

。

い

や

、

「

作

者

」

＝

「

私

」

な

の

で

、

単

に

「

作

者

」

が

優

先

さ

れ

る

、

と

言

っ

た

ほ

う

が

よ

い

。

そ

れ

で

も

、

「

作

者

と

し

て

の

私

」

と

言

い

た

く

な

っ

て

し

ま

う

の

は

、

「

私

」

と

い

う

語

に

、

通

常

は

こ

の

原

点

性

が

込

め

ら

れ

て

い

る

か

ら

な

の

だ

。

 

 

よ

っ

て

、

原

点

性

の

な

い

「

読

者

と

し

て

の

私

」

を

「

私

」

と

呼

ぶ

こ

と

は

で

き

な

い

。

こ

れ

が

答

え

で

あ

る

。

 

 

（

そ

れ

で

も

「

読

者

と

し

て

の

私

」

と

呼

び

た

く

な

っ

て

し

ま

う

理

由

に

つ

い

て

は

次

に

少

し

触

れ

る

こ

と

に

な

る

。

）

 

 

な

お

、

こ

の

原

点

性

に

つ

い

て

は

、

独

我

論

に

お

け

る

空

間

的

区

別

に

お

い

て

も

同

様

の

こ

と

が

生

じ

て

い

る

。

こ

れ

が

先

ほ

ど

省

略

し

た

「

読

者

と

し

て

の

他

者

」

が

「

私

」

で

は

な

い

の

は

な

ぜ

か

、

と

い

う

疑

問

の

答

え

で

あ

る

。

つ

ま

り

、

「

作

者

と

し

て

の

私

」

と

「

読

者

と

し

て

の

他

者

」

が

「

区

別

」

さ

れ

る

状

況

に

お

い

て

、

当

然

の

よ

う

に

、

「

作

者

と

し

て

の

私

」

を

「

区

別

」

の

手

前

に

置

き

、

「

読

者

と

し

て

の

他

者

」

を

「

区

別

」

の

向

こ

う

側

に

置

い

て

い

た

の

は

、

「

作

者

と

し

て

の

私

」

の

原

点

性

に

よ

る

も

の

で

あ

る

。

そ

し

て

更

に

言

え

ば

、

こ

の

「

作

者

と

し

て

の

私

」

の

原

点

性

は

、

「

私

」

の

原

点

性

に

よ

る

も

の

で

は

な

く

、

「

作

者

」

の

原

点

性

に

よ

る

も

の

だ

と

い

う

こ

と

に

留

意

す

る

必

要

が

あ

る

。

 

 

以

上

、

原

点

性

と

い

う

見

地

か

ら

述

べ

た

が

、

原

点

性

は

「

作

者

」

に

あ

る

と

い

う

こ

と

か

ら

も

明

ら

か

な

よ

う

に

、

こ

の

原

点

性

と

い

う

述

べ

方

は

、

前

に

述

べ

た

「

作

者

」

の

「

作

者

性

」

つ

ま

り

、

「

作

者

」

＝

「

私

」

と

い

う

こ

と

を

、

よ

り

正

確

に

捉

え

直

し

た

に

過

ぎ

ず

、

新

た

な

概

念

を

導

入

し

た

も

の

で

は

な

い

。

つ

ま

り

、

「

作

者

性

」

に

つ

い

て

、

先

ほ

ど

は

、

「

私

」

に

原

点

性

が

あ

る

か

の

よ

う

な

か

た

ち

で

「

作

者

」

＝

「

私

」

と

述

べ

た

が

、

「

作

者

」

に

原

点

性

が

あ

る

と

い

う

、

よ

り

正

確

な

形

で

の

言

い

換

え

を

行

っ

た

に

過

ぎ

な

い

。

 

 

６

 

更

な

る

問

題

 

哲

学

の

否

定

 

６

の

１

 

独

今

論

と

「

読

者

と

し

て

の

私

」

 

 

こ

こ

ま

で

、

比

較

的

順

序

だ

て

て

整

理

し

て

説

明

を

し

て

き

た

つ

も

り

だ

が

、

実

は

、

順

序

だ

て

た

説
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明

が

で

き

な

い

た

め

意

図

的

に

後

回

し

に

し

た

こ

と

が

ふ

た

つ

あ

る

。

 

 

一

つ

は

、

独

今

論

に

つ

い

て

語

る

な

か

で

、

「

自

分

自

身

に

対

し

て

伝

達

す

る

こ

と

も

伝

達

に

含

ま

れ

る

の

で

な

け

れ

ば

、

哲

学

と

い

う

一

塊

の

思

考

は

成

立

し

な

い

、

～

こ

れ

も

私

に

は

耐

え

ら

れ

な

い

。

」

と

述

べ

た

こ

と

の

問

題

で

あ

る

。

 

 

私

は

、

先

ほ

ど

は

、

こ

の

耐

え

ら

れ

な

さ

を

、

哲

学

の

受

け

手

で

あ

る

「

読

者

と

し

て

の

私

」

に

読

者

性

が

な

い

こ

と

の

耐

え

ら

れ

な

さ

と

同

列

に

語

っ

て

し

ま

っ

た

が

、

実

は

そ

う

で

は

な

い

。

 

 

哲

学

の

受

け

手

で

あ

る

「

読

者

と

し

て

の

私

」

に

読

者

性

が

な

い

と

い

う

こ

と

は

、

つ

ま

り

は

、

他

者

の

読

者

性

を

認

め

な

い

と

し

た

独

我

論

と

同

様

に

、

読

者

が

い

る

か

ど

う

か

と

い

う

問

題

で

あ

り

、

既

に

述

べ

た

と

お

り

で

あ

る

。

 

 

し

か

し

、

独

今

論

を

認

め

た

場

合

、

哲

学

が

成

立

し

な

い

と

い

う

こ

と

は

、

こ

の

文

章

が

成

立

し

て

い

る

こ

と

す

ら

否

定

す

る

こ

と

と

な

る

の

だ

か

ら

、

先

ほ

ど

述

べ

た

よ

う

な

問

題

と

は

、

全

く

別

の

問

題

が

あ

る

。

 

 

で

は

、

具

体

的

に

は

ど

の

よ

う

に

哲

学

が

否

定

さ

れ

る

の

か

説

明

す

る

た

め

に

は

、

も

う

一

つ

の

後

回

し

に

し

た

問

題

に

つ

い

て

語

る

必

要

が

あ

る

。

 

 

そ

れ

は

「

読

者

と

し

て

の

私

」

に

つ

い

て

で

あ

る

。

先

ほ

ど

、

「

私

」

に

つ

い

て

は

「

私

」

＝

「

作

者

」

と

結

論

付

け

、

「

読

者

と

し

て

の

私

」

は

「

私

」

で

は

な

く

「

他

者

」

だ

と

し

た

が

、

そ

こ

に

は

、

更

に

、

ま

だ

述

べ

て

い

な

い

問

題

点

が

残

っ

て

い

る

。

 

 

そ

の

問

題

点

を

明

ら

か

に

す

る

た

め

に

、

改

め

て

、

自

分

自

身

の

中

で

哲

学

的

な

思

考

を

行

う

と

い

う

こ

と

を

、

「

作

者

と

し

て

の

私

」

と

「

読

者

と

し

て

の

私

」

と

い

う

概

念

を

用

い

て

整

理

し

て

み

る

こ

と

に

す

る

。

 

 

仮

に

、

（

時

点

と

い

う

概

念

を

不

用

意

に

用

い

る

こ

と

に

片

目

を

つ

む

っ

て

）

時

点

Ａ

と

、

そ

れ

よ

り

未

来

の

時

点

Ｂ

が

あ

る

と

す

る

。

 

 

時

点

Ａ

、

時

点

Ｂ

を

導

入

し

、

そ

こ

に

「

作

者

と

し

て

の

私

」

と

「

読

者

と

し

て

の

私

」

が

あ

る

と

す

る

と

、

私

に

は

、

時

点

Ａ

に

お

け

る

作

者

と

し

て

の

私

と

読

者

と

し

て

の

私

、

時

点

Ｂ

に

お

け

る

作

者

と

し

て

の

私

と

読

者

と

し

て

の

私

、

と

い

う

４

つ

の

私

が

あ

り

う

る

。

 

 

こ

れ

を

、

「

私

（

Ａ

作

者

）

」

、

「

私

（

Ａ

読

者

）

」

、

「

私

（

Ｂ

作

者

）

」

、

「

私

（

Ｂ

読

者

）

」

と

表

す

こ

と

に

し

よ

う

。

 

 

な

お

、

こ

こ

で

は

「

私

（

Ａ

読

者

）

」

は

省

略

す

る

こ

と

に

す

る

。

何

故

な

ら

、

「

私

（

Ａ

読

者

）

」

と

は

Ａ

以

前

の

時

点

（

例

え

ば

Ａ

‘

）

に

お

け

る

「

私

（

Ａ

’

作

者

）

」

の

哲

学

書

の

読

者

な

の

で

、

「

私

（

Ａ

読

者

）

」

に

つ

い

て

語

る

た

め

に

は

、

更

に

導

入

す

る

時

点

を

増

や

さ

な

け

れ

ば

い

け

な

く

な

り

、

議

論

が

複

雑

に

な

っ

て

し

ま

う

か

ら

だ

。

「

私

（

Ａ

作

者

）

」

、

「

私

（

Ｂ

作

者

）

」

、

「

私

（

Ｂ

読

者

）

」

の

３

つ

に

絞

り

、

そ

の

関

係

を

確

認

し

て

み

よ

う

。

 

 

哲

学

的

な

思

考

を

時

点

Ａ

、

Ｂ

を

通

じ

て

行

っ

た

と

す

る

。

そ

う

す

る

と

、

ま

ず

、

「

私

（

Ａ

作

者

）

」

が

語

っ

た

哲

学

が

、

「

私

（

Ｂ

読

者

）

」

に

伝

わ

る

。

そ

し

て

、

「

私

（

Ｂ

読

者

）

」

と

「

私

（

Ｂ

作

者

）

」

は

、

同

じ

時

点

に

お

け

る

同

じ

私

で

あ

る

の

で

、

「

私

（

Ｂ

読

者

）

」

と

し

て

理

解

し

た

「

私

（

Ａ

作

者

）

」

の

哲

学

を

踏

ま

え

、

「

私

（

Ｂ

作

者

）

」

は

更

に

哲

学

を

語

っ

て

い

く

こ

と

に

な

る

。
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つ

ま

り

、

図

示

す

る

と

「

私

（

Ａ

作

者

）

→

私

（

Ｂ

読

者

）

＝

私

（

Ｂ

作

者

）

→

」

と

な

る

。

 

 

こ

れ

に

、

Ａ

以

前

の

時

点

（

例

え

ば

Ａ

‘

）

等

の

省

略

し

た

時

点

も

踏

ま

え

、

連

続

し

て

哲

学

的

な

思

考

を

行

っ

て

い

る

場

面

を

図

に

す

る

と

、

「

・

・

・

→

私

（

Ａ

’

読

者

）

＝

私

（

Ａ

‘

作

者

）

→

私

（

Ａ

読

者

）

＝

私

（

Ａ

作

者

）

→

私

（

Ｂ

読

者

）

＝

私

（

Ｂ

作

者

）

→

・

・

・

」

と

な

り

、

思

考

が

行

わ

れ

る

限

り

、

こ

の

よ

う

な

関

係

が

続

い

て

い

く

こ

と

に

な

る

。

 

 

こ

れ

が

、

自

分

自

身

に

対

し

て

哲

学

を

伝

達

す

る

と

い

う

こ

と

の

意

味

で

あ

り

、

私

が

私

に

対

し

て

哲

学

を

伝

達

す

る

こ

と

で

一

塊

の

思

考

が

成

立

す

る

と

い

う

こ

と

の

意

味

で

あ

る

。

 

 

こ

の

図

に

お

い

て

、

こ

れ

ま

で

何

を

説

明

し

て

き

て

い

て

、

何

を

説

明

し

て

い

な

か

っ

た

の

だ

ろ

う

か

。

 

 

こ

の

文

章

に

お

い

て

は

、

こ

れ

ま

で

、

「

作

者

と

し

て

の

私

」

か

ら

「

読

者

と

し

て

の

私

」

へ

の

伝

達

と

い

う

、

こ

の

図

に

お

け

る

「

→

」

の

み

を

注

目

し

て

い

た

。

し

か

し

、

実

は

、

あ

る

時

点

に

お

け

る

「

作

者

と

し

て

の

私

」

と

「

読

者

と

し

て

の

私

」

は

同

じ

で

あ

る

と

い

う

、

こ

の

図

に

お

け

る

「

＝

」

も

、

哲

学

的

思

考

が

成

立

す

る

た

め

に

は

必

要

な

の

で

あ

る

。

 

 

こ

こ

に

、

こ

れ

ま

で

述

べ

な

か

っ

た

「

作

者

と

し

て

の

私

」

と

「

＝

」

で

結

ば

れ

る

も

の

と

し

て

の

同

時

点

に

お

け

る

「

読

者

と

し

て

の

私

」

が

あ

る

。

（

な

お

、

こ

こ

ま

で

「

読

者

と

し

て

の

私

」

と

し

て

登

場

し

て

い

た

の

は

、

「

→

」

で

結

ば

れ

る

も

の

と

し

て

の

別

時

点

に

お

け

る

「

読

者

と

し

て

の

私

」

で

あ

っ

た

。

）

 

 

こ

の

こ

と

を

確

認

し

た

う

え

で

、

独

今

論

に

よ

り

、

自

分

自

身

に

対

す

る

伝

達

が

否

定

さ

れ

、

哲

学

と

い

う

一

塊

の

思

考

が

否

定

さ

れ

た

と

い

う

こ

と

の

意

味

を

、

改

め

て

捉

え

直

し

て

み

た

い

。

 

 

こ

の

否

定

に

は

２

つ

の

意

味

が

あ

る

。

一

つ

目

は

先

ほ

ど

述

べ

た

よ

う

な

、

独

今

論

に

よ

り

、

私

と

い

う

読

者

が

い

る

こ

と

を

否

定

さ

れ

る

と

言

っ

た

意

味

で

の

否

定

で

あ

る

。

こ

れ

は

、

作

者

か

ら

読

者

へ

の

伝

達

、

つ

ま

り

、

例

え

ば

「

私

（

Ａ

作

者

）

」

か

ら

「

私

（

Ｂ

読

者

）

」

へ

の

伝

達

を

否

定

す

る

と

い

う

、

「

→

」

の

否

定

で

あ

る

。

 

 

も

う

一

つ

は

、

独

今

論

に

お

い

て

は

哲

学

が

成

立

し

な

い

こ

と

と

な

っ

て

し

ま

う

と

言

っ

た

意

味

で

の

否

定

で

あ

る

。

こ

れ

は

、

「

私

（

Ａ

作

者

）

」

か

ら

「

私

（

Ｂ

読

者

）

」

へ

の

伝

達

を

否

定

す

る

と

い

う

こ

と

で

は

な

い

。

な

ぜ

な

ら

、

一

旦

、

違

う

時

点

で

の

「

読

者

と

し

て

の

私

」

の

読

者

性

が

否

定

さ

れ

、

「

→

」

が

否

定

さ

れ

た

と

し

て

も

、

ア

ミ

ニ

ズ

ム

、

つ

ま

り

「

読

者

と

し

て

の

私

」

は

い

る

か

も

し

れ

な

い

と

い

う

希

望

に

よ

り

「

→

」

は

復

活

し

得

る

の

で

、

哲

学

の

伝

達

が

成

立

し

な

い

と

は

言

え

な

い

か

ら

だ

。

 

 

で

は

、

何

が

否

定

さ

れ

た

か

と

言

え

ば

、

例

え

ば

「

私

（

Ｂ

読

者

）

」

と

「

私

（

Ｂ

作

者

）

」

と

い

う

同

じ

時

点

に

お

け

る

同

じ

私

が

作

者

と

し

て

、

ま

た

、

読

者

と

し

て

現

れ

る

と

い

う

こ

と

で

あ

る

。

つ

ま

り

「

＝

」

の

否

定

で

あ

る

。

こ

の

否

定

に

よ

り

、

こ

れ

ま

で

の

自

ら

の

思

考

を

理

解

し

た

上

で

更

に

思

考

を

積

み

重

ね

る

こ

と

に

よ

り

、

一

塊

の

複

雑

な

思

考

を

成

立

さ

せ

る

、

と

い

う

こ

と

が

否

定

さ

れ

る

。

こ

れ

が

、

哲

学

が

成

立

し

な

い

と

い

う

こ

と

の

意

味

で

あ

る

。

 

 

よ

っ

て

、

前

者

の

否

定

、

つ

ま

り

「

→

」

の

否

定

は

、

独

我

論

に

お

い

て

他

者

の

読

者

性

を

否

定

し

た

の

と

同

じ

よ

う

な

意

味

し

か

な

い

が

、

後

者

の

否

定

、

つ

ま

り

「

＝

」

の

否

定

は

哲

学

の

否

定

と

い

う

全

く

別

の

否

定

で

あ

る

。
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な

ぜ

、

こ

の

二

つ

の

否

定

の

間

で

大

き

な

差

が

生

じ

る

の

か

、

と

い

う

こ

と

に

つ

い

て

、

言

い

方

を

変

え

て

述

べ

る

と

、

こ

の

差

は

「

区

別

」

が

あ

る

と

こ

ろ

で

の

否

定

な

の

か

、

「

区

別

」

が

な

い

と

こ

ろ

で

の

否

定

な

の

か

と

い

う

差

で

あ

る

、

と

い

う

言

い

方

も

で

き

よ

う

。

 

 

独

我

論

に

お

い

て

は

、

「

作

者

と

し

て

の

私

」

と

「

読

者

と

し

て

の

他

者

」

と

い

う

、

空

間

的

区

別

が

働

い

て

い

た

。

区

別

の

向

こ

う

は

わ

か

ら

な

い

の

で

、

こ

の

区

別

に

よ

り

、

読

者

は

空

間

的

な

区

別

の

向

こ

う

に

い

る

た

め

、

読

者

は

い

な

い

か

も

し

れ

な

い

が

、

い

る

か

も

し

れ

な

い

と

い

う

希

望

も

持

て

る

、

と

い

う

ア

ミ

ニ

ズ

ム

が

働

く

こ

と

が

で

き

た

。

 

 

ま

た

、

独

今

論

に

お

い

て

も

、

「

私

（

Ａ

作

者

）

」

か

ら

「

私

（

Ｂ

読

者

）

」

へ

の

伝

達

と

い

う

こ

と

で

あ

れ

ば

、

同

様

に

、

時

間

的

区

別

が

働

き

、

「

私

（

Ｂ

読

者

）

」

は

時

間

的

区

別

の

向

こ

う

に

い

る

た

め

、

読

者

は

い

な

い

か

も

し

れ

な

い

が

、

い

る

か

も

し

れ

な

い

と

い

う

希

望

も

持

て

る

、

と

い

う

ア

ミ

ニ

ズ

ム

が

働

く

こ

と

が

で

き

た

。

 

 

つ

ま

り

、

こ

れ

ら

の

前

者

の

読

者

の

否

定

に

つ

い

て

は

、

「

区

別

」

と

い

う

も

の

が

あ

る

か

ら

こ

そ

、

ア

ミ

ニ

ズ

ム

が

働

く

余

地

が

あ

っ

た

。

 

 

し

か

し

、

後

者

の

哲

学

の

否

定

、

つ

ま

り

、

例

え

ば

「

私

（

Ｂ

読

者

）

」

と

「

私

（

Ｂ

作

者

）

」

と

い

う

同

じ

時

点

に

お

け

る

同

じ

私

が

作

者

と

し

て

、

ま

た

、

読

者

と

し

て

現

れ

る

と

い

う

こ

と

を

否

定

す

る

と

い

う

こ

と

に

は

、

同

じ

時

点

の

同

じ

私

の

こ

と

だ

か

ら

、

時

間

的

区

別

や

空

間

的

区

別

は

働

か

ず

、

『

「

区

別

」

の

向

こ

う

だ

か

ら

、

わ

か

ら

な

い

け

れ

ど

い

る

か

も

し

れ

な

い

。

』

と

い

う

よ

う

な

希

望

を

持

つ

こ

と

は

で

き

な

い

。

よ

っ

て

ア

ミ

ニ

ズ

ム

が

働

か

な

い

。

こ

れ

が

後

者

の

哲

学

の

否

定

で

あ

る

。

 

 

「

区

別

」

を

用

い

た

ア

ミ

ニ

ズ

ム

が

働

か

な

い

か

た

ち

で

、

哲

学

が

否

定

さ

れ

る

と

い

う

こ

と

は

、

ア

ミ

ニ

ズ

ム

で

乗

り

越

え

る

こ

と

が

で

き

な

い

と

い

う

意

味

で

重

大

な

問

題

だ

。

 

 

そ

し

て

重

要

な

こ

と

は

、

こ

の

哲

学

の

否

定

は

、

理

由

の

な

い

疑

い

の

た

め

の

疑

い

の

よ

う

な

も

の

で

は

な

い

、

と

い

う

こ

と

だ

。

既

に

述

べ

た

と

お

り

、

私

に

は

、

常

に

作

者

と

し

て

私

を

読

み

込

ん

で

お

り

、

読

者

に

は

私

を

読

み

込

ん

で

い

な

い

、

と

い

う

素

朴

な

実

感

が

あ

る

。

よ

っ

て

、

作

者

に

は

「

私

」

と

い

う

も

の

を

読

み

込

ま

ざ

る

を

得

な

い

。

こ

れ

は

、

同

時

に

、

読

者

に

は

「

私

」

は

読

み

込

む

こ

と

が

で

き

な

い

と

い

う

こ

と

を

意

味

す

る

。

こ

の

素

朴

な

実

感

に

裏

打

ち

さ

れ

た

「

読

者

と

し

て

の

私

」

の

否

定

が

哲

学

の

否

定

に

つ

な

が

っ

て

い

る

。

 

 

こ

の

よ

う

に

、

私

は

、

こ

れ

ま

で

問

題

を

隠

し

つ

つ

説

明

を

行

っ

て

き

た

が

、

実

は

、

独

今

論

と

「

読

者

と

し

て

の

私

」

と

い

う

観

点

か

ら

は

、

哲

学

の

否

定

と

い

う

大

問

題

が

生

じ

る

の

で

あ

る

。

 

 

６

の

２

 

再

拡

張

さ

れ

た

ア

ミ

ニ

ズ

ム

と

原

点

的

区

別

 

 

そ

れ

で

も

私

は

、

一

塊

の

思

考

の

結

果

と

し

て

こ

の

文

章

を

書

い

て

い

る

、

と

信

じ

て

い

る

。

あ

え

て

、

過

去

、

現

在

と

い

う

用

語

を

用

い

れ

ば

、

現

在

、

作

者

と

し

て

こ

の

文

章

で

書

い

て

い

る

こ

と

は

、

過

去

に

お

け

る

私

の

思

考

の

成

果

を

読

者

と

し

て

受

け

取

っ

た

も

の

に

基

づ

い

て

い

る

と

い

う

確

信

が

あ

る

。

つ

ま

り

、

「

作

者

と

し

て

の

私

」

と

同

一

時

点

に

お

い

て

、

「

＝

」

で

結

ぶ

こ

と

が

で

き

る

「

読

者

と

し

て

の

私

」

を

立

ち

上

げ

よ

う

と

す

る

更

な

る

ア

ミ

ニ

ズ

ム

が

働

い

て

い

る

。

こ

こ

に

、

哲

学

を

否

定

す

る

と

い

う

独

今

論

の

破

壊

力

を

も

乗

り

越

え

、

再

度

拡

張

さ

れ

る

ア

ミ

ニ

ズ

ム

の

根

の

深

さ

が

あ

る

。

 



 29 

 

そ

れ

で

は

、

こ

の

再

拡

張

さ

れ

た

ア

ミ

ニ

ズ

ム

、

つ

ま

り

、

「

作

者

と

し

て

の

私

」

と

同

一

時

点

に

お

け

る

「

読

者

と

し

て

の

私

」

を

立

ち

上

げ

る

と

は

、

ど

う

い

う

こ

と

な

の

だ

ろ

う

か

。

 

 

再

度

、

「

区

別

」

概

念

に

登

場

し

て

も

ら

う

こ

と

に

す

る

。

時

間

的

区

別

、

空

間

的

区

別

と

し

て

導

入

し

た

、

あ

の

「

区

別

」

概

念

で

あ

る

。

 

 

そ

う

す

る

と

、

こ

の

問

い

は

、

再

拡

張

さ

れ

た

ア

ミ

ニ

ズ

ム

を

導

入

す

る

た

め

に

は

「

作

者

と

し

て

の

私

」

か

ら

同

一

時

点

に

お

け

る

「

読

者

と

し

て

の

私

」

を

「

区

別

」

す

る

必

要

が

あ

る

が

、

そ

の

場

合

の

「

区

別

」

と

は

ど

う

い

う

も

の

だ

ろ

う

か

、

と

い

う

問

い

に

置

き

換

え

る

こ

と

が

で

き

る

。

 

 

答

え

を

考

え

る

に

あ

た

っ

て

、

初

め

に

、

少

な

く

と

も

言

え

る

こ

と

は

、

こ

の

「

区

別

」

は

空

間

的

区

別

と

も

時

間

的

区

別

と

も

違

う

も

の

だ

と

い

う

こ

と

だ

。

 

 

し

か

し

、

「

作

者

」

の

原

点

性

、

つ

ま

り

「

作

者

と

し

て

の

私

」

が

起

点

と

な

り

、

そ

こ

か

ら

何

が

区

別

さ

れ

る

か

、

と

い

う

観

点

で

検

討

を

行

う

と

い

う

意

味

で

は

、

空

間

的

区

別

や

時

間

的

区

別

と

違

い

は

な

い

だ

ろ

う

。

つ

ま

り

、

空

間

的

区

別

に

お

い

て

は

、

「

作

者

と

し

て

の

私

」

か

ら

見

た

「

読

者

と

し

て

の

他

者

」

が

区

別

さ

れ

、

時

間

的

区

別

に

お

い

て

は

、

「

作

者

と

し

て

の

私

」

か

ら

見

た

別

時

点

に

お

け

る

「

読

者

と

し

て

の

私

」

が

区

別

さ

れ

た

の

と

同

じ

よ

う

に

、

こ

の

区

別

に

お

い

て

も

、

「

作

者

と

し

て

の

私

」

か

ら

見

た

同

一

時

点

に

お

け

る

「

読

者

と

し

て

の

私

」

が

区

別

さ

れ

る

、

と

い

う

視

点

で

区

別

が

捉

え

ら

れ

る

べ

き

だ

と

い

う

こ

と

だ

。

 

 

そ

こ

で

私

は

、

こ

の

「

作

者

」

の

原

点

性

と

い

う

も

の

自

体

が

、

こ

の

新

た

な

「

区

別

」

を

立

ち

上

げ

て

い

る

の

で

は

な

い

か

と

考

え

る

。

な

ぜ

な

ら

、

私

は

、

同

一

時

点

で

「

作

者

と

し

て

の

私

」

で

あ

り

、

「

読

者

と

し

て

の

私

」

で

あ

る

の

か

も

し

れ

な

い

が

、

こ

の

「

私

の

哲

学

」

に

お

い

て

は

、

「

作

者

」

と

し

て

の

原

点

性

の

有

無

に

よ

り

、

同

一

時

点

で

の

「

作

者

と

し

て

の

私

」

と

「

読

者

と

し

て

の

私

」

は

明

確

に

「

区

別

」

さ

れ

る

べ

き

だ

か

ら

だ

。

 

 

そ

し

て

、

こ

の

原

点

性

に

よ

り

、

「

作

者

と

し

て

の

私

」

が

優

先

さ

れ

、

「

読

者

と

し

て

の

私

」

は

、

「

区

別

」

の

向

こ

う

側

に

あ

る

も

の

と

し

て

、

独

今

論

に

よ

り

否

定

さ

れ

る

一

方

で

、

再

拡

張

さ

れ

た

ア

ミ

ニ

ズ

ム

に

よ

り

希

望

を

持

た

れ

も

す

る

。

こ

れ

が

再

拡

張

さ

れ

た

ア

ミ

ニ

ズ

ム

を

導

入

す

る

ま

で

の

経

緯

で

あ

る

。

 

 

こ

の

「

区

別

」

を

原

点

的

区

別

と

呼

ぶ

こ

と

と

し

た

い

。

つ

ま

り

、

区

別

に

は

、

時

間

的

区

別

、

空

間

的

区

別

、

原

点

的

区

別

の

３

つ

が

あ

る

と

い

う

こ

と

に

な

る

。

 

 

こ

う

し

て

原

点

的

区

別

に

よ

り

再

拡

張

さ

れ

た

ア

ミ

ニ

ズ

ム

が

成

立

し

、

「

作

者

と

し

て

の

私

」

と

同

一

時

点

に

お

け

る

「

＝

」

で

結

ば

れ

る

「

読

者

と

し

て

の

私

」

が

立

ち

上

が

り

、

哲

学

が

成

立

し

う

る

こ

と

と

な

る

。

 

 

な

お

、

付

言

す

れ

ば

、

こ

れ

ま

で

「

伝

達

」

と

い

う

観

点

か

ら

出

発

し

て

色

々

な

こ

と

を

語

っ

て

き

た

が

、

こ

の

「

伝

達

」

と

は

、

「

伝

達

す

る

」

と

い

う

こ

と

で

あ

り

、

「

伝

達

さ

れ

る

」

と

い

う

こ

と

で

は

な

い

、

と

い

う

こ

と

に

、

原

点

的

区

別

の

「

原

点

性

」

、

つ

ま

り

「

作

者

」

の

優

先

性

は

起

因

し

て

い

る

の

で

は

な

い

だ

ろ

う

か

。

つ

ま

り

、

哲

学

と

は

、

語

る

も

の

で

あ

り

、

語

ら

れ

る

も

の

で

は

な

い

、

と

い

う

こ

と

で

あ

る

。

つ

ま

り

は

、

今

ま

で

「

伝

達

」

と

し

て

き

た

も

の

は

、

実

は

「

伝

達

す

る

」

で

あ

り

、

こ

の

原

点

性

は

「

伝

達

」

と

い

う

「

私

の

哲

学

」

の

根

幹

に

関

わ

っ

て

い

る

も

の

な

の

で

あ

る

。
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こ

の

捉

え

方

は

、

（

自

己

顕

示

欲

が

強

く

て

、

人

か

ら

学

ぼ

う

と

し

な

い

、

と

い

う

よ

う

な

私

の

個

人

的

な

性

格

と

は

関

係

が

な

く

、

）

「

私

は

哲

学

の

読

者

で

あ

る

。

」

と

い

う

哲

学

で

さ

え

、

私

が

作

者

と

し

て

語

ら

ざ

る

を

え

な

い

、

と

い

う

哲

学

の

原

初

的

な

構

造

に

由

来

し

て

い

る

。

（

と

思

う

。

）

 

 

６

の

３

 

区

別

の

共

通

性

１

 

時

間

的

区

別

・

空

間

的

区

別

 

 

独

我

論

・

独

今

論

に

つ

い

て

検

討

し

、

「

区

別

」

と

い

う

観

点

か

ら

原

点

的

区

別

と

い

う

も

の

ま

で

持

ち

出

し

、

「

私

の

哲

学

」

の

根

幹

の

「

伝

達

」

自

体

に

ま

で

話

は

至

っ

た

。

そ

れ

で

は

、

こ

れ

以

上

、

こ

れ

ら

の

「

区

別

」

に

つ

い

て

更

に

語

る

べ

き

こ

と

は

あ

る

の

だ

ろ

う

か

。

 

 

こ

こ

で

視

点

を

変

え

て

、

「

区

別

」

の

共

通

性

と

い

う

見

地

か

ら

考

え

て

み

た

い

。

 

 

こ

れ

ま

で

、

私

は

、

区

別

さ

れ

た

も

の

同

士

は

何

が

異

な

る

の

か

、

つ

ま

り

、

例

え

ば

空

間

的

区

別

に

お

い

て

は

、

「

作

者

と

し

て

の

私

」

と

「

読

者

と

し

て

の

他

者

」

と

の

違

い

は

何

か

、

と

い

う

よ

う

な

相

違

点

を

中

心

に

み

て

き

た

。

し

か

し

、

区

別

と

は

、

何

ら

か

共

通

し

て

い

る

も

の

に

相

違

点

が

あ

る

か

ら

こ

そ

区

別

で

あ

り

、

共

通

性

が

な

く

相

違

点

だ

け

が

あ

る

な

ら

ば

、

無

関

係

で

し

か

な

い

。

 

 

よ

っ

て

、

空

間

的

区

別

に

お

け

る

「

作

者

と

し

て

の

私

」

と

「

読

者

と

し

て

の

他

者

」

、

時

間

的

区

別

に

お

け

る

、

別

時

点

で

の

「

作

者

と

し

て

の

私

」

と

「

読

者

と

し

て

の

私

」

、

そ

し

て

、

原

点

的

区

別

に

お

け

る

、

同

一

時

点

で

の

「

作

者

と

し

て

の

私

」

と

「

読

者

と

し

て

の

私

」

に

つ

い

て

は

、

い

ず

れ

も

相

互

に

何

ら

か

の

共

通

性

が

あ

る

は

ず

だ

と

い

う

こ

と

だ

。

 

 

そ

こ

で

、

区

別

さ

れ

る

も

の

同

士

の

共

通

性

に

着

目

し

て

み

た

い

。

 

 

空

間

的

区

別

に

つ

い

て

言

え

ば

、

哲

学

の

「

作

者

と

し

て

の

私

」

と

「

読

者

と

し

て

の

他

者

」

と

の

間

で

は

、

伝

達

が

生

じ

る

た

め

に

は

作

者

と

読

者

は

別

で

あ

る

、

と

い

う

意

味

で

の

「

区

別

」

が

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

が

、

一

方

で

、

伝

達

が

で

き

る

と

い

う

意

味

で

の

何

ら

か

の

共

通

の

土

俵

に

立

っ

て

い

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

こ

の

、

何

ら

か

の

共

通

の

土

俵

、

共

通

性

と

は

何

か

と

言

え

ば

、

先

ほ

ど

、

読

者

性

の

議

論

に

お

い

て

述

べ

た

、

作

者

が

述

べ

た

こ

と

を

読

者

は

、

そ

の

と

お

り

理

解

で

き

る

、

と

い

う

「

以

下

同

様

の

規

則

」

で

あ

ろ

う

。

「

以

下

同

様

の

規

則

」

が

両

者

に

及

ぶ

か

ら

こ

そ

、

作

者

と

読

者

が

共

通

の

土

俵

に

立

ち

、

伝

達

が

生

じ

う

る

。

な

お

、

原

点

性

が

あ

る

た

め

、

正

確

に

は

「

作

者

と

し

て

の

私

」

か

ら

「

読

者

と

し

て

の

私

」

に

対

し

て

「

以

下

同

様

の

規

則

」

が

及

ぶ

と

言

う

べ

き

だ

が

、

原

点

性

を

捨

象

す

れ

ば

、

「

以

下

同

様

の

規

則

」

が

両

者

に

及

ぶ

、

と

い

う

言

い

方

が

で

き

る

は

ず

だ

。

 

 

時

間

的

区

別

に

つ

い

て

も

同

様

で

、

哲

学

の

「

作

者

と

し

て

の

私

」

と

「

読

者

と

し

て

の

私

」

と

の

間

で

は

、

伝

達

が

生

じ

る

た

め

に

は

作

者

と

読

者

は

別

で

あ

る

、

と

い

う

意

味

で

の

「

区

別

」

が

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

が

、

伝

達

が

で

き

る

た

め

に

は

、

作

者

が

述

べ

た

こ

と

を

読

者

は

そ

の

と

お

り

理

解

で

き

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

、

と

い

う

意

味

で

、

「

以

下

同

様

の

規

則

」

が

両

者

に

及

ん

で

い

る

と

い

う

共

通

性

が

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

だ

ろ

う

。

 

 

こ

の

よ

う

に

、

空

間

的

区

別

と

時

間

的

区

別

に

お

け

る

、

区

別

さ

れ

る

も

の

同

士

の

共

通

性

と

は

、

「

以

下

同

様

の

規

則

」

で

あ

る

と

言

え

る

。

 

 

６

の

４

 

区

別

の

共

通

性

２

 

原

点

的

区

別
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一

方

で

、

原

点

的

区

別

に

お

い

て

は

、

区

別

さ

れ

る

も

の

同

士

に

、

検

討

す

る

ま

で

も

な

く

、

同

一

時

点

に

お

け

る

「

作

者

と

し

て

の

私

」

と

「

読

者

と

し

て

の

私

」

と

い

う

明

ら

か

な

共

通

性

が

あ

る

。

同

一

時

点

に

お

け

る

同

一

の

私

、

こ

れ

以

上

の

共

通

性

は

な

く

、

相

違

点

に

つ

い

て

述

べ

る

こ

と

が

難

し

い

ほ

ど

だ

。

し

か

し

、

共

通

点

と

相

違

点

は

相

互

に

関

連

し

て

い

る

。

区

別

に

お

け

る

相

違

点

を

乗

り

越

え

る

も

の

と

し

て

共

通

点

は

あ

る

は

ず

だ

。

つ

ま

り

、

同

一

時

点

に

お

け

る

同

一

の

私

だ

か

ら

共

通

だ

、

と

い

う

こ

と

だ

け

で

は

、

共

通

性

の

検

討

と

し

て

は

十

分

で

は

な

い

。

こ

の

問

題

を

考

え

る

た

め

に

は

、

ま

ず

、

原

点

的

区

別

に

お

け

る

相

違

点

と

は

何

な

の

か

考

え

る

必

要

が

あ

る

。

 

 

原

点

的

区

別

に

よ

り

分

断

さ

れ

た

も

の

は

、

自

分

自

身

か

ら

哲

学

を

伝

達

さ

れ

、

自

ら

の

思

考

を

理

解

し

た

上

で

更

に

思

考

を

積

み

重

ね

、

自

ら

に

伝

達

す

る

こ

と

に

よ

り

、

一

塊

の

複

雑

な

思

考

を

成

立

さ

せ

て

い

る

、

と

い

う

思

い

で

あ

り

、

「

作

者

」

と

「

読

者

」

の

相

違

、

つ

ま

り

、

哲

学

を

「

伝

達

す

る

」

こ

と

と

、

哲

学

を

「

伝

達

さ

れ

る

」

こ

と

の

相

違

が

、

原

点

的

区

別

に

お

け

る

相

違

点

で

あ

る

と

言

え

る

。

 

 

そ

れ

で

は

、

原

点

的

区

別

に

お

け

る

、

相

違

点

と

対

比

さ

れ

る

も

の

と

し

て

の

共

通

性

と

は

、

な

ん

だ

ろ

う

か

。

 

 

原

点

的

区

別

の

相

違

点

が

「

伝

達

す

る

」

こ

と

と

「

伝

達

さ

れ

る

」

こ

と

な

の

だ

と

す

れ

ば

、

共

通

点

は

「

同

一

時

点

に

お

け

る

同

一

の

私

だ

。

」

と

い

う

よ

う

な

も

の

で

は

な

い

。

 

 

相

違

点

が

「

伝

達

す

る

」

こ

と

と

「

伝

達

さ

れ

る

」

こ

と

な

の

だ

か

ら

、

共

通

点

は

、

表

面

的

に

言

え

ば

、

い

ず

れ

も

「

伝

達

」

の

一

側

面

で

あ

る

、

と

い

う

こ

と

に

な

る

。

そ

し

て

更

に

、

伝

達

さ

れ

た

こ

と

を

読

者

と

し

て

理

解

し

、

作

者

と

し

て

伝

達

す

る

こ

と

が

、

一

連

の

継

続

的

な

思

考

、

つ

ま

り

哲

学

を

成

立

さ

せ

て

い

る

と

い

う

見

地

か

ら

述

べ

る

な

ら

ば

、

『

「

作

者

と

し

て

の

私

」

で

あ

る

こ

と

（

つ

ま

り

「

伝

達

す

る

こ

と

」

）

』

も

、

『

「

読

者

と

し

て

の

私

」

で

あ

る

こ

と

（

つ

ま

り

「

伝

達

さ

れ

る

こ

と

」

）

』

の

い

ず

れ

も

が

、

哲

学

と

い

う

営

み

の

一

側

面

で

あ

る

と

い

う

こ

と

、

が

、

共

通

性

の

正

体

と

も

言

え

る

。

 

 

６

の

５

 

区

別

の

共

通

性

３

 

ア

ミ

ニ

ズ

ム

 

 

こ

れ

ま

で

、

ア

ミ

ニ

ズ

ム

と

は

、

希

望

で

あ

る

、

と

述

べ

て

き

た

が

、

こ

の

区

別

に

お

け

る

共

通

性

、

つ

ま

り

、

空

間

的

区

別

と

時

間

的

区

別

に

お

け

る

「

以

下

同

様

の

規

則

（

が

あ

る

と

言

え

る

こ

と

）

」

と

原

点

的

区

別

に

お

け

る

『

「

伝

達

」

（

ま

た

は

、

哲

学

と

い

う

営

み

）

の

一

側

面

で

あ

る

と

言

え

る

こ

と

』

が

、

ア

ミ

ニ

ズ

ム

の

正

体

で

あ

る

と

も

言

え

る

。

 

 

よ

っ

て

、

「

作

者

と

し

て

の

私

」

が

「

読

者

と

し

て

の

他

者

」

や

別

時

点

の

「

読

者

と

し

て

の

私

」

に

「

以

下

同

様

の

規

則

」

と

い

う

共

通

性

が

認

め

ら

れ

る

こ

と

を

強

調

し

、

ま

た

、

「

作

者

と

し

て

の

私

」

が

同

一

時

点

の

「

読

者

と

し

て

の

私

」

に

「

伝

達

」

の

一

側

面

を

担

い

、

と

も

に

哲

学

を

成

立

さ

せ

て

い

る

と

い

う

共

通

性

が

認

め

ら

れ

る

こ

と

を

強

調

す

る

こ

と

が

、

ア

ミ

ニ

ズ

ム

な

の

だ

と

い

う

言

い

方

も

で

き

よ

う

。

 

 

つ

ま

り

、

以

下

同

様

の

規

則

、

伝

達

（

哲

学

）

の

成

立

に

関

わ

る

区

別

と

共

通

点

に

つ

い

て

、

区

別

（

否

定

）

を

強

調

す

れ

ば

独

我

論

・

独

今

論

に

至

り

、

共

通

点

（

肯

定

）

を

強

調

す

れ

ば

ア

ミ

ニ

ズ

ム

に

至

る

。
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７

 
徹

底

的

な

懐

疑

主

義

 

７

の

１

 

追

い

出

す

べ

き

も

の

：

懐

疑

主

義

 

 

こ

う

し

て

、

私

が

こ

の

文

章

で

語

ろ

う

と

し

た

こ

と

は

、

ほ

ぼ

語

り

終

わ

っ

た

。

こ

こ

で

、

私

は

、

こ

の

よ

う

な

方

向

で

こ

の

文

章

を

書

い

た

動

機

を

述

べ

た

い

。

 

 

私

は

、

こ

の

よ

う

な

方

向

で

考

察

を

始

め

た

動

機

は

い

く

つ

か

あ

る

が

、

そ

の

最

も

大

き

な

も

の

は

、

懐

疑

主

義

的

な

考

え

方

の

う

ち

の

あ

る

一

つ

を

私

の

哲

学

か

ら

追

い

出

し

た

い

と

い

う

思

い

で

あ

る

。

 

 

「

懐

疑

主

義

」

と

聞

い

て

、

最

初

の

方

で

「

懐

疑

的

で

独

我

論

的

な

傾

向

の

あ

る

哲

学

な

ど

で

は

、

「

伝

達

」

と

い

う

概

念

自

体

を

否

定

す

る

よ

う

な

哲

学

も

あ

る

だ

ろ

う

。

し

か

し

、

「

そ

の

哲

学

自

体

は

伝

達

さ

れ

て

い

る

」

と

い

う

特

徴

は

全

て

の

哲

学

に

共

通

で

あ

る

と

思

わ

れ

る

。

」

と

述

べ

た

こ

と

を

思

い

出

す

か

も

し

れ

な

い

。

そ

し

て

、

そ

の

よ

う

な

哲

学

を

自

己

矛

盾

に

陥

っ

て

い

る

と

し

て

追

い

出

そ

う

と

し

て

い

る

と

思

う

か

も

し

れ

な

い

。

 

 

し

か

し

、

そ

う

で

は

な

い

。

既

に

述

べ

た

よ

う

に

、

私

は

デ

カ

ル

ト

的

な

反

論

を

受

け

て

「

哲

学

は

伝

達

さ

れ

て

い

る

」

と

い

う

主

張

は

早

々

に

取

下

げ

、

「

哲

学

は

伝

達

さ

れ

て

い

る

と

思

わ

れ

る

、

と

い

う

こ

と

は

疑

い

得

な

い

。

」

と

い

う

ラ

イ

ン

ま

で

撤

退

し

て

い

る

。

よ

っ

て

、

「

哲

学

は

伝

達

さ

れ

て

い

る

と

思

わ

れ

る

が

、

実

は

伝

達

さ

れ

て

い

な

い

。

」

と

い

う

懐

疑

主

義

的

な

主

張

は

成

立

し

う

る

。

こ

れ

が

、

こ

の

文

章

で

述

べ

た

独

我

論

で

あ

り

、

独

今

論

で

あ

る

。

 

 

私

が

追

い

出

し

た

い

の

は

、

こ

の

よ

う

な

懐

疑

主

義

で

は

な

く

、

こ

の

世

界

の

全

て

の

存

在

を

疑

い

、

否

定

し

、

無

視

す

る

よ

う

な

徹

底

的

な

懐

疑

主

義

だ

。

何

も

積

極

的

な

論

拠

を

示

さ

ず

に

、

懐

疑

の

た

め

の

懐

疑

の

よ

う

な

理

由

の

な

い

懐

疑

を

提

示

し

、

全

て

を

懐

疑

に

晒

す

よ

う

な

懐

疑

主

義

と

で

も

言

え

ば

い

い

の

だ

ろ

う

か

。

 

 

お

わ

か

り

か

も

し

れ

な

い

が

、

徹

底

的

な

懐

疑

主

義

と

は

、

私

が

こ

の

考

察

を

経

る

こ

と

で

乗

り

越

え

た

い

と

思

っ

て

い

る

私

自

身

の

考

え

だ

。

だ

か

ら

、

徹

底

的

な

懐

疑

主

義

と

い

う

も

の

を

説

明

す

る

た

め

に

、

こ

れ

ま

で

の

私

自

身

の

考

え

に

つ

い

て

書

い

て

い

く

こ

と

に

す

る

。

 

 

７

の

２

 

徹

底

的

な

懐

疑

主

義

 

 

私

は

、

デ

カ

ル

ト

の

「

我

思

う

故

に

我

あ

り

」

と

い

う

言

葉

に

つ

い

て

、

哲

学

に

本

格

的

に

触

れ

る

前

か

ら

論

理

の

飛

躍

が

あ

る

と

思

っ

て

い

た

。

何

故

、

我

思

え

ば

、

我

が

あ

る

の

か

、

と

い

う

こ

と

が

わ

か

ら

な

か

っ

た

。

デ

カ

ル

ト

に

よ

り

近

代

哲

学

が

始

ま

っ

た

と

さ

れ

る

が

、

私

に

は

、

何

か

が

始

ま

っ

た

と

い

う

こ

と

は

、

な

ん

と

な

く

感

じ

る

の

だ

が

、

何

が

始

ま

っ

た

の

か

が

よ

く

わ

か

ら

な

か

っ

た

。

 

 

そ

し

て

考

え

て

み

る

と

、

そ

の

疑

問

は

、

文

の

内

容

に

よ

る

も

の

で

は

な

く

、

文

と

い

う

も

の

の

性

質

そ

の

も

の

に

よ

る

も

の

の

よ

う

だ

っ

た

。

よ

っ

て

「

我

思

う

故

に

我

あ

り

」

と

い

う

文

で

な

く

と

も

同

じ

だ

っ

た

。

例

え

ば

、

「

我

思

う

故

に

～

あ

り

」

と

い

う

よ

う

に

、

「

～

」

に

色

々

な

言

葉

を

入

れ

、

後

段

を

色

々

と

置

き

換

え

て

み

る

。

そ

う

す

る

と

、

例

え

ば

、

「

我

思

う

故

に

「

思

い

」

あ

り

」

と

か

「

我

思

う

故

に

「

我

思

う

」

あ

り

」

と

い

う

よ

う

な

ト

ー

ト

ロ

ジ

ー

と

な

り

、

一

般

的

に

は

論

理

的

に

正

し

い

と

さ

れ

る

バ

ー

ジ

ョ

ン

も

で

き

る

。

し

か

し

、

そ

れ

で

も

私

の

疑

問

は

消

え

ず

、

こ

の

前

段

の

「

我

思

う

故
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に

」

か

ら

、

ど

ん

な

も

の

で

あ

れ

後

段

の

何

か

が

な

ぜ

引

き

出

せ

る

の

か

が

わ

か

ら

な

か

っ

た

。

文

と

し

て

何

か

の

主

張

を

引

き

出

す

と

い

う

こ

と

の

意

味

が

わ

か

ら

な

か

っ

た

。

 

 

こ

の

疑

問

に

つ

い

て

、

こ

の

文

章

に

お

け

る

議

論

を

踏

ま

え

て

言

い

直

せ

ば

、

「

以

下

同

様

の

規

則

」

が

ど

う

し

て

成

立

す

る

の

か

が

わ

か

ら

な

か

っ

た

と

も

言

え

る

。

 

 

例

え

ば

「

我

思

う

故

に

「

思

い

」

あ

り

」

と

い

う

文

で

言

え

ば

、

最

初

の

「

思

う

」

と

２

つ

目

の

「

思

う

（

思

い

）

」

が

、

な

ぜ

同

じ

「

思

う

（

思

い

）

」

な

の

か

が

わ

か

ら

な

か

っ

た

、

と

い

う

こ

と

だ

。

ま

た

、

先

ほ

ど

用

い

た

「

Ａ

＝

Ａ

」

の

よ

う

な

数

式

で

言

え

ば

、

（

左

辺

を

指

し

て

）

「

こ

れ

は

「

Ａ

」

だ

。

」

と

言

わ

れ

れ

ば

、

「

わ

か

っ

た

。

」

と

答

え

、

（

右

辺

を

指

し

て

）

「

こ

れ

は

「

Ａ

」

だ

。

」

と

言

わ

れ

れ

ば

、

「

わ

か

っ

た

。

」

と

答

え

る

が

、

「

よ

っ

て

「

Ａ

＝

Ａ

」

だ

。

」

と

言

わ

れ

る

と

、

「

ど

う

し

て

？

」

と

立

ち

す

く

ん

で

し

ま

う

の

だ

。

 

 

そ

れ

で

も

哲

学

書

を

読

む

た

め

に

は

、

読

み

進

め

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

そ

う

す

る

と

、

哲

学

書

に

「

白

い

犬

が

い

る

と

す

る

。

そ

の

白

い

犬

が

・

・

・

」

な

ど

と

書

い

て

あ

っ

た

と

き

に

、

私

は

、

な

ぜ

１

番

目

の

「

犬

」

と

２

番

目

の

「

犬

」

が

同

じ

だ

と

い

う

こ

と

に

な

る

の

だ

ろ

う

、

と

い

う

と

こ

ろ

で

止

ま

っ

て

し

ま

う

こ

と

に

な

る

。

「

犬

」

を

例

に

出

し

た

が

、

こ

れ

は

犬

と

い

う

よ

う

な

用

語

で

な

く

て

も

、

真

理

な

ど

と

い

う

よ

う

な

用

語

で

も

同

じ

こ

と

だ

。

そ

れ

な

の

に

、

哲

学

者

達

は

、

ど

ん

ど

ん

先

に

進

み

、

真

理

と

か

、

現

実

と

か

、

時

間

と

か

、

言

語

と

か

、

豊

富

な

用

語

を

使

い

、

色

々

な

哲

学

的

な

議

論

を

進

め

て

い

っ

て

し

ま

う

。

 

 

私

は

そ

の

疑

問

に

片

目

を

つ

む

っ

た

ま

ま

読

み

進

め

る

こ

と

で

色

々

な

こ

と

が

わ

か

っ

て

き

た

気

に

は

な

っ

た

け

れ

ど

、

根

本

的

な

と

こ

ろ

で

何

か

気

持

ち

悪

さ

が

残

っ

て

い

た

。

哲

学

書

を

読

む

と

、

い

つ

も

、

ど

こ

か

に

感

じ

て

し

ま

う

疑

問

が

あ

っ

た

。

「

何

が

語

ら

れ

始

め

ら

れ

て

い

る

の

だ

ろ

う

。

」

こ

れ

が

私

の

徹

底

的

な

懐

疑

主

義

と

し

て

の

実

感

だ

。

 

 

そ

の

実

感

を

あ

え

て

言

明

す

る

と

「

確

か

な

言

明

を

行

う

こ

と

は

不

可

能

で

あ

る

。

」

と

で

も

言

え

よ

う

か

。

だ

が

、

こ

の

言

明

す

ら

も

懐

疑

に

晒

さ

れ

る

。

こ

れ

が

、

私

が

追

い

出

そ

う

と

し

た

懐

疑

主

義

だ

。

 

 

こ

の

懐

疑

主

義

を

、

今

ま

で

述

べ

た

用

語

を

用

い

て

述

べ

る

な

ら

ば

、

「

以

下

同

様

の

規

則

」

へ

の

疑

い

と

言

え

ば

よ

い

の

か

も

し

れ

な

い

。

「

以

下

同

様

の

規

則

」

は

何

に

よ

っ

て

成

立

し

て

い

る

の

か

、

仮

に

、

「

以

下

同

様

の

規

則

」

を

否

定

す

る

な

ら

ば

何

が

残

る

の

か

。

そ

こ

は

つ

る

つ

る

の

大

地

な

の

で

は

な

い

か

、

と

い

う

疑

い

で

あ

る

。

 

 

７

の

３

 

徹

底

的

な

懐

疑

主

義

を

越

え

て

 

 

こ

こ

で

、

私

は

、

「

伝

達

さ

れ

て

い

る

と

い

う

思

い

」

を

確

か

な

も

の

と

し

て

「

徹

底

的

な

懐

疑

主

義

」

か

ら

決

別

し

て

歩

み

始

め

た

い

。

確

か

に

、

私

が

哲

学

と

い

う

土

俵

に

立

た

な

い

限

り

は

決

し

て

「

確

か

な

言

明

を

行

う

こ

と

は

不

可

能

で

あ

る

。

」

と

い

う

徹

底

的

な

懐

疑

主

義

を

否

定

す

る

こ

と

は

で

き

な

い

。

し

か

し

、

私

が

一

旦

、

哲

学

と

い

う

土

俵

に

立

ち

哲

学

を

行

う

な

ら

ば

、

こ

の

文

章

で

述

べ

た

と

お

り

、

哲

学

を

行

う

と

い

う

営

み

自

体

か

ら

「

伝

達

さ

れ

て

い

る

と

い

う

思

い

」

が

確

か

な

も

の

と

し

て

導

か

れ

る

。

こ

こ

で

私

は

、

「

私

の

哲

学

」

に

お

い

て

、

デ

カ

ル

ト

の

言

葉

を

言

い

換

え

「

我

哲

学

す

る

（

我

思

う

）

故

に

伝

達

あ

り

」

と

宣

言

し

た

い

。

 



 34 

 

こ

の

宣

言

に

よ

っ

て

、

「

私

の

哲

学

」

に

お

け

る

徹

底

的

な

懐

疑

主

義

は

崩

れ

る

。

な

ぜ

な

ら

、

反

「

徹

底

的

な

懐

疑

主

義

」

側

は

既

に

「

伝

達

さ

れ

て

い

る

と

い

う

思

い

」

と

い

う

肯

定

の

論

拠

を

提

出

し

て

い

る

こ

と

か

ら

、

徹

底

的

な

懐

疑

主

義

側

は

、

積

極

的

に

肯

定

で

き

る

論

拠

が

何

も

な

い

か

ら

肯

定

し

な

い

、

と

い

う

懐

疑

論

特

有

の

論

法

を

用

い

る

こ

と

は

で

き

な

く

な

る

か

ら

だ

。

そ

し

て

徹

底

的

な

懐

疑

主

義

が

成

立

す

る

た

め

に

は

、

少

な

く

と

も

一

つ

は

何

ら

か

の

「

伝

達

さ

れ

て

い

る

と

い

う

思

い

を

肯

定

し

な

い

論

拠

」

を

肯

定

し

な

け

れ

ば

い

け

な

く

な

り

自

己

矛

盾

に

陥

る

。

 

 

ま

た

、

「

以

下

同

様

の

規

則

」

へ

の

疑

い

と

い

う

面

か

ら

述

べ

る

と

、

「

以

下

同

様

の

規

則

」

を

否

定

し

て

も

、

そ

こ

に

は

「

伝

達

さ

れ

て

い

る

と

い

う

思

い

」

が

残

る

と

い

う

こ

と

だ

。

 

 

こ

こ

で

、

私

は

徹

底

的

な

懐

疑

主

義

を

乗

り

越

え

る

こ

と

が

で

き

た

と

考

え

て

い

る

。

し

か

し

、

ど

の

レ

ベ

ル

で

乗

り

越

え

る

こ

と

が

で

き

た

の

か

は

注

意

し

て

お

く

必

要

が

あ

る

。

 

 

こ

れ

ま

で

私

が

述

べ

た

こ

と

を

、

先

ほ

ど

、

「

伝

達

」

＝

「

作

者

（

発

信

者

）

、

読

者

（

受

信

者

）

、

哲

学

書

（

対

象

）

」

＝

「

以

下

同

様

の

規

則

・

・

・

＋

α

」

 

と

い

う

数

式

も

ど

き

で

表

現

し

た

。

 

 

こ

の

う

ち

、

例

え

ば

、

先

ほ

ど

の

「

以

下

同

様

の

規

則

」

に

つ

い

て

言

え

ば

、

「

「

以

下

同

様

の

規

則

」

を

否

定

し

て

も

、

そ

こ

に

は

「

伝

達

さ

れ

て

い

る

と

い

う

思

い

」

が

残

る

」

と

い

う

よ

う

な

言

い

方

を

し

な

く

と

も

、

読

者

性

か

ら

、

数

式

の

左

辺

の

「

以

下

同

様

の

規

則

」

は

認

め

ら

れ

て

い

た

の

で

は

な

い

か

、

「

以

下

同

様

の

規

則

」

が

徹

底

的

な

懐

疑

主

義

を

突

き

破

っ

た

と

も

言

え

る

の

で

は

な

い

か

、

と

思

わ

れ

る

か

も

し

れ

な

い

。

ま

た

、

中

辺

の

「

作

者

」

に

つ

い

て

の

作

者

性

の

議

論

を

持

ち

出

し

、

哲

学

の

「

作

者

と

し

て

の

私

」

は

否

定

出

来

な

い

こ

と

か

ら

徹

底

的

な

懐

疑

主

義

は

成

立

し

な

い

、

と

い

う

よ

う

な

言

い

方

が

で

き

る

と

思

わ

れ

る

か

も

し

れ

な

い

。

（

こ

の

場

合

、

デ

カ

ル

ト

が

言

っ

た

「

我

思

う

故

に

我

あ

り

」

に

と

て

も

近

く

な

る

。

）

こ

の

よ

う

に

、

こ

の

文

章

に

お

け

る

数

々

の

考

察

を

経

て

、

「

伝

達

」

＝

「

作

者

（

発

信

者

）

、

読

者

（

受

信

者

）

、

哲

学

書

（

対

象

）

」

＝

「

以

下

同

様

の

規

則

・

・

・

＋

α

」

と

い

う

こ

と

が

認

め

ら

れ

た

の

で

は

な

い

か

と

思

わ

れ

る

か

も

し

れ

な

い

。

 

 

し

か

し

、

私

が

「

伝

達

あ

り

」

と

宣

言

し

た

こ

と

の

確

信

は

、

そ

の

手

前

に

あ

る

。

こ

の

数

式

の

中

辺

と

右

辺

（

＝

「

発

信

者

、

受

信

者

、

対

象

」

＝

「

以

下

同

様

の

規

則

・

・

・

＋

α

」

）

は

当

面

の

最

良

と

思

わ

れ

る

説

明

を

行

う

た

め

に

導

入

し

た

も

の

で

あ

り

、

今

後

更

に

よ

い

説

明

に

置

き

換

え

ら

れ

る

可

能

性

は

あ

る

。

し

か

し

、

仮

に

今

後

、

こ

の

図

式

の

う

ち

の

中

辺

と

右

辺

が

再

考

さ

れ

る

こ

と

が

あ

っ

た

と

し

て

も

、

「

伝

達

あ

り

」

と

の

左

辺

に

つ

い

て

の

確

信

は

揺

ら

が

な

い

の

で

は

な

い

か

と

思

っ

て

い

る

。

私

が

徹

底

的

な

懐

疑

主

義

を

越

え

た

と

考

え

て

い

る

レ

ベ

ル

は

、

あ

く

ま

で

も

左

辺

の

「

伝

達

あ

り

」

に

お

い

て

な

の

で

あ

る

。

 

 

こ

れ

ま

で

長

々

と

述

べ

た

こ

と

を

全

否

定

し

て

い

る

よ

う

に

も

思

わ

れ

る

か

も

し

れ

な

い

が

、

こ

れ

が

正

直

な

思

い

だ

。

 

 

７

の

４

 

ド

グ

マ

 

 

言

い

方

を

変

え

て

み

よ

う

。

 

 

「

私

は

、

「

伝

達

あ

り

」

と

の

左

辺

に

つ

い

て

の

確

信

は

揺

ら

が

な

い

の

で

は

な

い

か

と

思

っ

て

い

る

。

」

と

言

っ

た

。

こ

れ

は

、

表

現

を

変

え

れ

ば

、

「

哲

学

は

伝

達

さ

れ

て

い

る

と

思

わ

れ

る

。

」

と

い
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う

こ

と

が

、

「

私

の

哲

学

」

の

基

礎

付

け

で

あ

り

、

「

私

の

哲

学

」

の

必

要

条

件

と

も

言

え

る

と

い

う

と

に

な

ろ

う

。

 

 

一

方

で

、

徹

底

的

な

懐

疑

に

よ

り

、

「

哲

学

は

伝

達

さ

れ

て

い

る

と

思

わ

れ

る

。

」

と

い

う

主

張

以

外

の

全

て

の

主

張

は

未

だ

肯

定

さ

れ

て

い

な

い

。

と

い

う

こ

と

は

、

「

哲

学

は

伝

達

さ

れ

て

い

る

と

思

わ

れ

る

。

」

以

外

の

主

張

か

ら

何

か

を

出

発

す

る

こ

と

は

、

「

私

の

哲

学

」

と

し

て

は

認

め

ら

れ

な

い

と

い

う

こ

と

だ

。

つ

ま

り

、

こ

れ

は

、

「

私

の

哲

学

」

の

十

分

条

件

で

も

あ

る

。

 

 

こ

の

こ

と

を

つ

な

ぎ

あ

わ

せ

る

と

、

「

哲

学

は

伝

達

さ

れ

て

い

る

と

思

わ

れ

る

。

」

と

い

う

こ

と

は

「

私

の

哲

学

」

の

必

要

十

分

条

件

で

あ

り

、

「

私

の

哲

学

」

は

全

て

そ

の

こ

と

「

の

み

」

か

ら

始

ま

る

べ

き

だ

と

い

う

こ

と

に

な

る

。

 

 

一

般

的

に

哲

学

に

お

い

て

、

こ

の

よ

う

な

基

礎

付

け

は

ド

グ

マ

と

し

て

否

定

さ

れ

る

こ

と

が

多

い

だ

ろ

う

。

し

か

し

、

全

て

の

哲

学

に

は

、

そ

れ

ぞ

れ

の

哲

学

者

な

り

の

「

哲

学

の

捉

え

方

」

が

あ

る

と

い

う

意

味

に

お

い

て

、

ド

グ

マ

が

含

ま

れ

て

い

る

と

私

は

考

え

て

い

る

。

 

 

そ

し

て

、

「

私

の

哲

学

」

に

お

け

る

「

哲

学

の

捉

え

方

」

を

確

認

す

る

と

い

う

行

為

は

、

実

は

、

哲

学

に

必

然

的

に

含

ま

れ

る

ド

グ

マ

を

確

認

す

る

行

為

で

あ

る

と

考

え

て

い

る

。

な

ぜ

な

ら

「

哲

学

の

捉

え

方

」

と

は

、

哲

学

以

前

に

既

に

定

め

ら

れ

て

い

る

と

い

う

意

味

で

ド

グ

マ

だ

か

ら

だ

。

 

 

こ

こ

で

私

に

と

っ

て

の

「

私

の

哲

学

」

の

立

ち

位

置

を

確

認

し

て

お

き

た

い

。

「

哲

学

は

伝

達

さ

れ

て

い

る

と

思

わ

れ

る

。

」

と

い

う

ド

グ

マ

は

、

数

あ

る

哲

学

に

お

け

る

ド

グ

マ

の

な

か

で

、

私

に

と

っ

て

、

最

も

ま

し

な

ド

グ

マ

だ

と

い

う

こ

と

だ

。

 

 

７

の

５

 

確

信

・

ド

グ

マ

・

再

拡

張

さ

れ

た

ア

ミ

ニ

ズ

ム

 

 

こ

の

確

信

、

ド

グ

マ

は

、

独

今

論

に

よ

り

、

哲

学

の

成

立

が

否

定

さ

れ

よ

う

と

し

た

と

き

に

、

原

点

的

区

別

と

い

う

概

念

を

持

ち

込

み

、

哲

学

の

成

立

を

維

持

し

た

再

拡

張

さ

れ

た

ア

ミ

ニ

ズ

ム

と

同

じ

も

の

で

あ

る

と

考

え

ら

れ

る

。

な

ぜ

な

ら

、

再

拡

張

さ

れ

た

ア

ミ

ニ

ズ

ム

は

、

あ

の

「

伝

達

」

＝

「

作

者

（

発

信

者

）

、

読

者

（

受

信

者

）

、

哲

学

書

（

対

象

）

」

＝

「

以

下

同

様

の

規

則

・

・

・

＋

α

」

と

い

う

数

式

に

お

け

る

、

左

辺

、

つ

ま

り

「

伝

達

（

す

る

）

」

と

い

う

こ

と

自

体

か

ら

成

立

し

た

も

の

で

あ

り

、

こ

の

数

式

に

お

け

る

「

伝

達

」

以

外

の

中

辺

と

右

辺

を

い

く

ら

否

定

し

よ

う

と

し

て

も

、

中

辺

と

右

辺

に

何

か

を

加

え

、

そ

れ

を

乗

り

越

え

よ

う

と

す

る

、

左

辺

、

つ

ま

り

「

伝

達

」

へ

の

確

信

そ

の

も

の

で

あ

る

と

も

言

え

る

か

ら

だ

。

 

 

８

 

さ

い

ご

に

 

８

の

１

 

ま

と

め

：

ア

ミ

ニ

ズ

ム

の

導

入

ま

で

 

 

ま

と

め

と

し

て

、

こ

こ

で

、

こ

れ

ま

で

の

議

論

を

踏

ま

え

、

数

式

も

ど

き

に

再

登

場

し

て

も

ら

う

こ

と

に

す

る

。

 

 

直

近

で

示

し

た

数

式

は

こ

う

だ

っ

た

。

 

「

伝

達

」

＝

「

作

者

（

発

信

者

）

、

読

者

（

受

信

者

）

、

哲

学

書

（

対

象

）

」

＝

「

以

下

同

様

の

規

則

、

独

我

論

・

独

今

論

、

ア

ミ

ニ

ズ

ム

（

希

望

）

、

私

、

他

者

、

時

間

、

空

間

＋

α

」
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し

か

し

、

議

論

を

踏

ま

え

、

修

正

し

、

更

に

並

べ

替

え

、

言

葉

を

補

う

と

、

「

私

の

哲

学

」

と

は

、

 
「

伝

達

」

＝

「

作

者

（

発

信

者

）

、

読

者

（

受

信

者

）

、

哲

学

書

（

対

象

）

」

＝

「

作

者

と

し

て

の

私

（

作

者

性

（

原

点

性

）

）

、

読

者

と

し

て

の

私

（

読

者

性

）

、

読

者

と

し

て

の

他

者

（

読

者

性

）

、

読

者

で

は

な

い

他

者

（

哲

学

書

上

の

み

）

、

区

別

（

時

間

的

区

別

・

空

間

的

区

別

・

原

点

的

区

別

）

、

独

我

論

・

独

今

論

、

ア

ミ

ニ

ズ

ム

（

希

望

＝

以

下

同

様

の

規

則

・

伝

達

（

哲

学

）

の

成

立

）

＋

α

」

 

と

い

う

よ

う

に

な

ろ

う

か

。

 

 

こ

こ

に

記

載

し

た

全

て

に

つ

い

て

改

め

て

触

れ

る

こ

と

は

で

き

な

い

が

、

こ

こ

ま

で

の

議

論

の

大

ま

か

な

流

れ

を

振

り

返

る

と

、

ま

ず

、

私

は

、

合

意

が

得

ら

れ

や

す

い

よ

う

に

形

式

的

な

捉

え

方

か

ら

「

私

の

哲

学

」

と

い

う

も

の

を

捉

え

、

そ

こ

に

「

伝

達

」

と

い

う

も

の

を

見

出

し

、

そ

し

て

「

伝

達

」

に

「

作

者

、

読

者

、

哲

学

書

」

と

い

う

３

つ

の

側

面

を

見

出

し

た

。

更

に

は

、

自

分

自

身

に

対

す

る

伝

達

と

い

う

側

面

も

踏

ま

え

、

主

に

読

者

性

の

担

い

手

に

つ

い

て

の

分

析

を

経

て

、

独

我

論

・

独

今

論

に

至

り

、

ま

た

、

そ

れ

に

対

抗

す

る

も

の

と

し

て

希

望

と

い

う

意

味

で

の

ア

ミ

ニ

ズ

ム

を

導

入

し

た

。

 

 

こ

の

よ

う

に

し

て

、

私

は

、

「

私

の

哲

学

」

に

お

い

て

「

伝

達

」

と

い

う

土

俵

を

設

定

し

、

独

我

論

・

独

今

論

と

い

っ

た

懐

疑

主

義

的

な

主

張

と

対

峙

す

る

こ

と

に

注

力

し

、

区

別

、

ア

ミ

ニ

ズ

ム

と

い

う

概

念

を

持

ち

出

す

こ

と

に

よ

り

、

一

定

程

度

の

勝

利

を

お

さ

め

る

こ

と

が

で

き

た

と

考

え

て

い

る

。

い

や

、

お

さ

め

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

そ

れ

が

ア

ミ

ニ

ズ

ム

で

あ

る

。

 

 

８

の

２

 

独

我

論

・

独

今

論

の

意

義

 

 

し

か

し

、

独

我

論

・

独

今

論

に

つ

い

て

、

「

伝

達

」

と

い

う

土

俵

を

設

定

し

た

こ

と

の

意

味

は

、

独

我

論

・

独

今

論

に

勝

っ

た

か

負

け

た

か

と

い

う

よ

う

な

矮

小

な

話

を

超

え

た

意

味

が

あ

る

と

考

え

て

い

る

。

 

 

通

常

、

独

我

論

・

独

今

論

の

よ

う

な

懐

疑

主

義

は

、

私

が

陥

っ

て

い

た

徹

底

的

な

懐

疑

主

義

の

よ

う

に

、

要

は

、

難

癖

を

つ

け

て

い

る

だ

け

、

と

い

う

よ

う

に

受

け

止

め

ら

れ

が

ち

だ

。

何

も

夢

だ

と

思

う

理

由

な

ど

な

い

の

に

「

こ

れ

は

夢

で

は

な

い

か

。

」

な

ど

と

疑

っ

て

い

る

デ

カ

ル

ト

の

夢

の

懐

疑

の

よ

う

に

、

疑

い

の

た

め

の

疑

い

の

よ

う

な

も

の

だ

と

思

わ

れ

が

ち

だ

と

思

う

。

 

 

し

か

し

、

私

が

「

伝

達

」

と

い

う

土

俵

を

設

定

し

て

提

示

し

た

「

私

の

哲

学

」

に

お

け

る

独

我

論

・

独

今

論

は

、

そ

の

よ

う

な

も

の

で

は

な

い

。

こ

の

独

我

論

・

独

今

論

は

、

哲

学

自

体

の

成

立

に

対

す

る

否

定

と

い

う

こ

と

を

除

け

ば

、

つ

ま

り

は

、

作

者

の

意

図

を

完

全

に

理

解

し

て

く

れ

る

理

想

的

な

読

者

が

存

在

す

る

こ

と

の

否

定

と

い

う

実

感

を

伴

っ

た

も

の

な

の

で

あ

る

。

 

 

例

え

ば

、

何

か

物

事

を

説

明

し

て

も

、

な

か

な

か

相

手

方

に

伝

わ

ら

ず

、

わ

か

っ

て

も

ら

っ

た

と

思

っ

て

も

実

は

わ

か

っ

て

も

ら

え

な

か

っ

た

と

い

う

よ

う

な

こ

と

は

よ

く

あ

る

こ

と

だ

ろ

う

。

私

が

理

想

的

な

読

者

は

い

な

い

の

で

は

な

い

か

、

と

疑

っ

た

の

は

、

こ

の

よ

う

な

素

朴

な

実

感

に

裏

打

ち

さ

れ

て

い

る

。

こ

れ

が

、

独

我

論

で

あ

る

。

 

 

ま

た

、

先

ほ

ど

思

い

つ

い

た

哲

学

的

な

ア

イ

デ

ィ

ア

に

つ

い

て

メ

モ

を

す

る

前

に

忘

れ

て

し

ま

う

と

い

う

と

い

う

よ

う

な

こ

と

は

、

よ

く

あ

る

こ

と

だ

ろ

う

し

、

ま

た

、

自

分

が

書

い

た

文

章

に

つ

い

て

読

み

返

し

た

時

、

何

が

書

い

て

あ

る

の

か

よ

く

わ

か

ら

な

か

っ

た

り

す

る

こ

と

も

、

容

易

に

想

像

が

つ

く

の

で

は

な

い

だ

ろ

う

か

。

私

の

独

今

論

は

こ

う

い

う

と

こ

ろ

か

ら

出

発

し

て

い

る

。
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こ

の

よ

う

に

、

独

我

論

・

独

今

論

に

つ

い

て

は

、

通

常

の

意

味

合

い

で

は

、

疑

う

た

め

に

疑

う

よ

う

な

、

疑

う

理

由

の

な

い

底

な

し

の

懐

疑

の

よ

う

に

受

け

止

め

ら

れ

が

ち

で

あ

る

が

、

哲

学

の

伝

達

の

場

に

限

定

を

す

る

こ

と

で

、

理

由

な

く

難

癖

を

つ

け

て

い

る

よ

う

な

も

の

で

は

な

く

、

実

感

に

裏

打

ち

さ

れ

た

、

理

解

が

得

ら

れ

や

す

い

懐

疑

と

な

る

の

で

は

な

い

だ

ろ

う

か

。

 

 

そ

し

て

、

こ

の

こ

と

で

独

我

論

・

独

今

論

が

本

来

の

力

を

取

り

戻

す

こ

と

が

で

き

る

の

で

は

な

い

か

と

す

ら

考

え

て

い

る

。

 

 

８

の

３

 

独

今

論

の

傷

跡

 

こ

の

文

章

の

意

義

 

 

こ

こ

ま

で

は

当

初

書

き

始

め

る

前

に

お

お

む

ね

想

定

し

て

い

た

も

の

で

あ

っ

た

が

、

実

際

に

書

き

始

め

、

独

今

論

に

つ

い

て

考

察

を

深

め

る

な

か

で

、

哲

学

の

成

立

自

体

を

否

定

す

る

よ

う

な

独

今

論

の

破

壊

力

に

気

付

か

さ

れ

た

。

結

局

は

、

こ

の

破

壊

力

に

つ

い

て

も

、

ド

グ

マ

と

い

う

も

の

の

位

置

づ

け

を

踏

ま

え

る

と

、

ド

グ

マ

と

し

て

再

拡

張

さ

れ

た

ア

ミ

ニ

ズ

ム

で

受

け

流

さ

れ

ざ

る

を

得

な

い

が

、

私

に

は

こ

の

独

今

論

の

傷

跡

が

残

っ

て

い

る

。

 

 

つ

ま

り

、

私

に

は

、

こ

れ

ま

で

の

自

分

自

身

の

哲

学

的

思

考

を

確

実

に

受

け

止

め

た

上

で

哲

学

を

語

る

こ

と

が

で

き

て

い

な

い

の

で

は

な

い

か

、

と

い

う

懐

疑

が

傷

跡

と

し

て

残

っ

て

い

る

。

 

 

確

か

に

こ

の

懐

疑

は

ア

ミ

ニ

ズ

ム

に

よ

り

乗

り

越

え

ら

れ

、

傷

跡

は

な

い

も

の

と

さ

れ

る

だ

ろ

う

。

し

か

し

、

率

直

な

思

い

と

し

て

、

私

は

こ

の

懐

疑

に

ど

こ

か

で

同

意

で

き

て

し

ま

う

。

 

 

こ

の

懐

疑

へ

の

同

意

が

何

を

意

味

す

る

の

か

と

言

え

ば

、

こ

の

文

章

す

ら

も

、

実

は

分

断

さ

れ

た

思

考

を

継

ぎ

は

ぎ

し

た

も

の

で

、

実

は

一

塊

の

思

考

な

ど

で

は

な

い

の

で

は

な

い

か

、

と

い

う

こ

と

だ

。

そ

れ

で

も

哲

学

を

肯

定

す

る

な

ら

ば

、

こ

の

文

章

も

含

め

た

哲

学

は

誤

読

に

よ

っ

て

で

き

て

い

る

と

で

も

言

わ

ざ

る

を

得

な

い

の

で

は

な

い

か

、

と

い

う

こ

と

だ

。

 

 

し

か

し

最

後

に

、

何

度

で

も

強

調

し

た

い

が

、

そ

れ

で

も

、

私

が

こ

の

文

章

を

一

塊

の

思

考

と

し

て

「

伝

達

」

し

て

い

る

と

い

う

確

信

は

揺

ら

が

な

い

。

 

 

そ

し

て

、

「

伝

達

」

＝

「

作

者

（

発

信

者

）

、

読

者

（

受

信

者

）

、

哲

学

書

（

対

象

）

」

＝

「

作

者

と

し

て

の

私

（

作

者

性

（

原

点

性

）

）

、

読

者

と

し

て

の

私

（

読

者

性

）

、

読

者

と

し

て

の

他

者

（

読

者

性

）

、

読

者

で

は

な

い

他

者

（

哲

学

書

上

の

み

）

、

区

別

（

時

間

的

区

別

・

空

間

的

区

別

・

原

点

的

区

別

）

、

独

我

論

・

独

今

論

、

ア

ミ

ニ

ズ

ム

（

希

望

＝

以

下

同

様

の

規

則

・

伝

達

（

哲

学

）

の

成

立

）

＋

α

」

と

い

う

数

式

を

「

伝

達

」

か

ら

導

く

こ

と

が

で

き

た

と

い

う

こ

と

の

意

義

は

、

様

々

な

概

念

が

導

か

れ

た

こ

と

に

あ

っ

た

と

い

う

よ

り

も

、

「

伝

達

」

に

、

こ

れ

だ

け

の

概

念

を

導

く

こ

と

が

で

き

る

力

が

あ

る

こ

と

を

確

認

し

、

「

伝

達

」

と

い

う

出

発

点

の

正

し

さ

を

補

強

で

き

た

と

い

う

こ

と

に

こ

そ

、

あ

っ

た

で

は

な

い

か

と

考

え

て

い

る

。

 


