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マ

イ
ス

タ
ー
・

エ

ッ

ク
ハ

ル

ト

に

お

け

る

時
間

論
の

構
造

田

　
島

　
照

　
久

　
エ

ッ

ク

ハ

ル

ト

は

時
間

概
念
「

今
」

（
コ

O

』
＝
ロ
o）

を
全
く

異
な
る

二

つ

の

意
味
で

用
い

て

い

る
。

 
時
間
の

最
小
の

も
の

で

あ
り
な
が
ら、

時

間
を

構
成
す
る

も
の

で

は

な
く

、

時
間
の

尖
端

、

末
端
を
意

味
す
る

「

時

間
の

今
」

、

 
天
地

創
造
が
な

さ

れ
た
「

今」

で

あ
り、

一

切
の

時
間
を

包

括
す
る

「

今
」

で

あ
り、

互

い

に

近
い

と
さ

れ
る

。

 
は
ア

リ

ス

ト
テ

レ

ス

の

『

自
然
学
』

第
八

巻
第
八

章
お

よ
び

第
六

章
と

そ

の

箇
所
に

対
す

る

ト
マ

ス

の

注
解
に

基
づ

い

た

も
の

で

あ
る

。

ア

リ

ス

ト
テ

レ

ス

は

時
間

と
は

、

よ

り
先
・

よ

り
後
と
い

う
観
点
か
ら

見
ら
れ

た
と
こ

ろ

の
、

運
動

の

数
で

あ
る

と
し
、

時
間
は

不
可
分
な
ア

ト

ム

的

時
間

単
位
か
ら

構
成
さ

れ

て

い

る

と
は

考
え

ず
、

無
限

に

分
割
可
能
で

あ

り
、

そ

の

時
間
を
限

定

す
る

分

割
点
を

「

今
」

と

呼
び
、

「

今
」

と

「

今
」

の

中
間
が

時
間
で

あ

る

と

考
え
る

。

事
物
が

白

く
な
る

と
い

う
生
成
変

化
で

は

変
化
が
成
し
遂

げ
ら
れ
る

極
点
は

先
行
す
る

時

間
に

い

か
な

る

大
き
さ
も
付

加
し
な
い

終

端
で

あ
る

と

す
る

。

時
間
の

今
は
生
成
の

終
端
と
し

て、

同

時
に

存
在
の

始

端
と
し

て

同
一

の

非
時

間
的

分
割
点
と
な
る

。

こ

れ
が

 
の

「

今
」

で

あ
る

。

　

 
の

今
は

そ
の

内
で、

神

が

天

と

地

を

創
造
し

た

始
原
（

只
冒

♀

皀
億

B
）

と

し
て

の、

「

永
遠
の

第
一

の

単
一

な

る

今
」

（

崗

冒
ロ

ヨ
⇒
‘
ロ
o

ω

巨
三
〇

瞬

器
什

奠
巳

雷
註
ω
）

と

呼
ば

れ
る

。

そ
の

内
に

お

い

て

神
が

永
遠

に

存
在
し

、

さ

ら
に

ま
た
、

そ

の

内
に

お
い

て

神
的
ペ

ル

ソ

ナ

の

発
出
が

永
遠
に

あ

り
、

あ
っ

た
し、

ま
た

あ
る

で

あ
ろ

う
全

く
同
一

の

今
（

コ

琶
o）

と

さ
れ
る
。

エ

ッ

ク

ハ

ル

ト

は

ボ

エ

テ

ィ

ウ
ス

の

「

初
め

の

果
て
」

と

「

終
わ

り
の

果
て
」

を

欠
く

「

永
遠
」

理

解
か

ら
両
者
の

「

果
て
」

を
一

致
さ
せ

る

こ

と
に

よ
っ

て

「

永
遠
」

の

姿
を

見
よ

う
と

す
る

。

「

始

原
」

で

あ
る

「

永
遠
の

第
一

の

単
一

な
る

今
」

は

同
時
に

「

終
焉
」

で

あ
る

と

さ

れ

る
。

こ

の

論
理

構
造
か

ら

永
遠
に

お

け
る

神
の

業
が
考
察
さ
れ

る
。

神
は

「

初
め

、

始
原
」

に

お

い

て

業
を
な

す
の

で
、

す
べ

て

の

業
は

常
に

初
め

て

で

あ
り

新
し
い

こ

と
に

な
る

。

し

か
し
一

方
で

「

終
焉
」

で

あ
る

か
ら

、

創
造
は

す
で

に

完

了
し
て

い

る

こ

と
に

な
る

が
、

第
一

の

始
原
性

に

よ

り
「

絶
え

ず
創
造
し
つ

つ

あ
る
」

と
い

う
仕
方
で

創
造
に

新
た

に

着

手

し
始
め
ら
れ

て

い

る
こ

と
に

な
る

と

さ
れ
る

。

「

第
一

の

始
原
性
」

と

「

最

後
の

終
焉
性
」

の
一

致
に

よ

り、

業
は
「

不
断
の

反

復
性
」

を

獲
得

し
、

「

継

続
的
創
造
」

（
o

器
曽

畝
ooo

暮
ぎ

葛
）

お
よ

び

「

継
続
的
出
生
」

〔
ひq
¢
ロ
¢

篝
こ
ooo

ロ
け

冒
ロ
p。

）

が

説
か

れ

る

こ

と
に

な
る

。

始
原
か
ら

生
じ

た

も
の

e
ユ
ロ

9
且

讐
¢

ヨ
）

は

始

原
（
蹼
冒
皀
覧
＝

旨
）

の

無
媒

介
な

不

断
の

働
き
に

よ

っ

て

存
在
を
保
た

れ

て

い

る
。

そ
の

意

味
で

エ

ッ

ク
ハ

ル

ト
は

、

魂
が
体
の

各
部
分
に

全

体
と
し

て

あ
る

よ

う
に
、

神
は

す
べ

て

の

事

物
の

内
に

あ
る

と

す
る

が、

し
か
し
神
が

神
本

来
の

あ
り
方
を
と
る

の

は
、

天

使
の

内
と
魂
の

最
内
奥
と

最
高
所
と

を
お
い

て

は

他
に

な
い

と

語

り
、

時
間
が
一

度
た
り
と

も
侵
入
せ
ず、

像
が

ひ

と
つ

た

り
と
も

光
を

当

て

た
こ

と

の

な
い

魂
の

最
内
奥
に

し
て

最
高

所
の

場
「

魂
の

根

底
」

に

お

い

て

神
は

全
世
界
を
創
造
し、

さ
ら
に

子
を
生
み

、

そ

の

独
り
子
と

共
に

わ
れ
わ
れ
は
独
り
子
に

少
し
も

劣
ら
ぬ

こ

と

に

な
る

と

語
る

。

　
エ

ッ

ク
ハ

ル

ト
は
ア

リ
ス

ト
テ

レ

ス
、

ト

マ

ス

の

瞬

間
と

し
て

の

「

今
」

の

理
解
を

神
の

 

ω

ω

ρ

o
「

o
鋤

菖

P
σqo

冨

奠
簿
δ

の

場
で

あ
る

「

始
原
」

の
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解

釈
に

導
入
し

、

非
時
間
的
「

今
」

の

「

始
め

の

端
と

終
り
端
の
一

致
」

を
、

永
遠
に

お
け
る

「

始
原
と

終
焉
の

同
一
」

と

し
て

と
ら
え

な
お
し、

さ
ら
に

「

生

成
と

存
在
の

同
一
」

を

介
し
て

、

瞬
間
に

お
け
る

不
断
の

創

造
・

出
生

を
導
き

出
し、

「

本
質
的

始
原

論
」

を
構

築
し

た

と

理

解
で

き

る
。

そ
の

「

始
原
」

は
「

永
遠
の

第
一

の

単
一

な
る

今
」

と

し

て、

神
の

像
で

あ
る

魂
の

最

内
奥、
「

魂
の

根
底
」

の

概
念
に

そ
っ

く
り

映
し

込
ま

れ
て

い

る

と

い

う
こ

と

が
わ
か
る

の

で

あ
る

。

ク

ザ
ー

ヌ

ス

の

認
識
論
と

宇
宙

論

　
　

　

A

否

定
神
学〉

を
可
能
に

す
る

も
の

ー島

　
田

　
勝

巳

　

本
発

表
で

は
、

ニ

コ

ラ

ウ

ス
・

ク

ザ
ー

ヌ

ス

（

室
02p

。

¢
ω

0
口
゜・

き
¢
ω

一

四
〇
一

−
一

四

六

四
）

の

代
表
作、

b
鳴

職

象
ミ

耐
遮

o

ミ
ミ
騨
（
11bb

丶

一

四
四
〇）

を
中
心
に

取
り
ト

げ
、

そ
こ

で

展
開
さ
れ
る

認
識
論
と

宇
宙

論、

お
よ
び

両
者
の

関
連
性
に
つ

い

て

検
討
す
る
こ

と

で
、

ク

ザ
ー

ヌ

ス

の

否
定
神
学
思
想
が、

そ
の

認
識
論
と

宇

宙
論
と

の

独
自
な
内
的
連
関
を

基
盤
と

し
て

成
立

す
る
も
の

で

あ
る
こ

と

を
論
じ
る

。

　

神
を
め
ぐ
る

議

論
に

お
け
る

ク

ザ
ー

ヌ

ス

の

関
心
は
、

そ
の

存
在
証
明

に

で

は

な
く、

む
し
ろ

存
在
論
的
前
提
と

し
て

の

神
に
つ

い

て

の

想
像
力

を

喚
起
さ
せ

る

試
み

に

置
か
れ
て

い

た

と

言
え
る

。

彼
は
伝
統
的
に

神
と

呼
ば

れ
て

き
た

も
の

を
「

最
大
な
る

も
の
」

（

ヨ
餌

圏

B
β

日
）

と

呼
び
、

＝

な
る

も
の
」

（
ロ

コ
信

日）
、

「

存
在
性
」

（

Φ

茸
陣

諺）
、

「

絶
対

的
な
も
の
」

（
蝉

σ
oり
O一
口
叶

二
凵

P
）

、

「

無
限

な
る

も
の
」

（

冒
甑

⇒

片
信

B
）

な
ど

の

概

念
を

神

に

互
換
可
能
な
概
念
と

し

て

捉
え
る

。

さ
ら
に

注
目
す
べ

き
は
、

そ
れ
が

「

厳
密
に

は

把
握
し

得
な
い
」

と
い

う
認

識
論

的
性
質
に

お
い

て
、

「

真

理
」

（

＜
Φ

簿
口
ω）

や

「

事
物
の

何
性
」

β
口

置
凸
冖

p
ω

居

興
⊆

目
）

を
も
無
限

な
る

も
の

と

し
て、

そ
の

外
延
に

お
い

て

は

神
の

概
念
に

ほ

ぼ

等
し
い

も

の

と

み
な
し

て

い

る
。

お

そ
ら

く
こ

の

洞
察
に、

ク

ザ
ー

ヌ

ス

思

想
の

〈

否
定
神
学
〉

的
性
格
の

も
っ

と

も

斬
新
か
つ

重．
要

な

視
点
が

表
れ

て
い

る
。

神
と

事
物
と

の

本
質
的
な
内
的
連
関
に
つ

い

て

の

こ

の

洞
察
は
、

の

ち
に

汎
神
論
の

嫌
疑
を

か

け
ら

れ

る

こ

と
に
な
る．．

だ

が
も
ち
ろ
ん

そ
れ

は、

事
物
の

何
性
が

神
と

存
在
論
的
な
意
味
に

お
い

て

も
同
義
で

あ
る
こ

と

を
意
味
す
る

も
の

で

は

な
い

。

　
こ

の

問
題
は

、

bbN

第
二

巻
の

宇
宙
論
に

お

い

て

取
り
上

げ
ら

れ
て

い

る
。

ク

ザ
ー

ヌ

ス

に

よ

れ

ば
、

神
は

被
造
物
の

原
因
・

根
拠
で

あ
り
な

が
ら
も
、

「

存

在
の

形
相
」

と

し
て
、

被
造
物
と

は

そ
の

形
相
を

異
に
す

る
。

被
造
物
の

側
か

ら
す
れ

ば
、

自
ら
は
神
に

対
し
て

何
も
付
与
し
得
な

い
一

方
で
、

そ
の

存
在
は

す
べ

て

神
を
原
因
と

し、

神
か
ら
来
て

い

る
。

そ
の

意
味
で
、

被
造

物
は

神
の

「

付

在
」

（

巴
Φ

。゚

ω

Φ
）

で

は
な

く
、

む
し

ろ

「

か
ら

の

存
在
」

（

筈
Φ

ω

ω

Φ
）

に

ほ

か
な
ら

な
い

と
さ
れ

る
。

　

ク

ザ
ー

ヌ

ス

は
神
と

被
造
物
と
の

こ

う
し
た
関
係
性
に
つ

い

て、

さ
ら

に
「

縮
限
」

（

oo

目

q
穹
鉱
o
）

の

概
念

を
用
い

て

示
そ

う
と

す
る

。

そ
こ

で

は
、

宇

宙
（

口

巳
く

興
の

⊆

匿
）

を

介
し

た

神
の

個

物
（

被

造
物
）

へ

の

白
己
限
定
と

い

う
事
態
が

捉
え
ら

れ
る

こ

と
に

な
る

。

だ

が、

ク
ザ
ー

ヌ

ス

自
身
も

警
告
す
る

よ

う
に、

こ

こ

で

語

ら
れ
る

神
と

宇
宙
と
の

関
係

を、

新
プ

ラ

ト
ン

主

義
的
な
ヒ

エ

ラ

ル

キ
ー
的
イ
メ

ー

ジ

で

理
解
す
べ

き

で

は
な
い

。

ク
ザ
ー

ヌ

ス

に

と

っ

て、

対

象
的
に

存
在

す
る

の

は
被
造
物

た

る
個
々

の

事
物
で

あ
り、

宇
宙
は
神
と
個
々

の

被
造

物
と

の

媒
介
を
果
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