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界
で

あ
る

と

考
え
る
。

そ
し

て

感
覚
は

「

本
能
」

と
も

表
現
さ
れ

、

宿
業

の

感
覚
と

結
び
つ

け
ら
れ

る
。

「

感
に

対
し

て

仏
が
応
は
れ

る
。

仏
を

感

ず
れ

ば

そ
こ

に

仏
現
れ
る
」

。

　
こ

う
し
た

感
応
道
交
の

関
係
を
空

間
的
に

表
現
し
た
の

が

穢
土
と

浄
土

の

関
係
で

あ
る
。

感
覚
作
用
に

は

不
純
な
場
合
と
純

粋
な

場
合
が

あ
る

。

純
粋
で

あ
る

と
は
、

固
定
的
な
実
体
の

世
界
の

見
方
を

離
れ
て

い

る

こ

と

で

あ
る

。

不
純
粋
感
覚
の

総

体
（

世
界）

を

空
間

的
に

表
現
し
た

の

が

穢

土
で

あ

り、

純
粋
感
覚
の

総

体
を
空

間
的
に

表
現
し
た
も
の

が

浄
土
な
の

で

あ
る

。

穢
土
と

浄
土
の

対
応
関
係
は

時
間
的
に

も

表
現
さ

れ
る

。

一

般

に

考
え
ら
れ

る

仏
教
史
は

、

釈
迦
が

仏

陀
と

な
っ

た
こ

と
を

端
緒
と

す
る

原

始
仏

教
か

ら

民
衆
思
想
と

し
て

の

大
乗
仏
教
へ

の

展
開
と
い

う
も
の

で

あ
ろ

う
が
、

大
乗
仏
教
者
と
し

て

の

曽
我
は
、

釈
迦
が
仏
陀
と
な
る

た
め

の

本
質
的
要
素
が

釈
迦
の

成
道
以

前
に

あ
り、

そ

れ
が

親
鸞
ま
で

、

あ
る

い

は

現
在
の

仏
教
者
に

ま
で

伝
え
ら

れ
て

い

る

と
い

う
か
た
ち
で

仏

教
史

を

捉
え
る

。

で

は

釈
迦
を

仏
陀
と
す
る

本
質
的．
要
素
と

は

な
に

か
。

「

親

鸞
に

依
れ
ば

「

大
無
量
寿
経
』

の

法
蔵
菩
薩
の

伝
説

、

之
が

釈
尊
を
生
み

出
し

た

所
の

純
粋
の

背
景
で

な
か
つ

た
で

あ
ら

う
か
」

。

そ

れ

は

法
蔵

菩

薩
の

本
願
で

あ
る．、

こ

れ

を

象
徴
と
い

う
こ

と

で

い

え
ば、

人
々

の

感
覚

が
純
粋
な
も
の

と
な
っ

て

い

く
過

程
、

あ
る

い

は
、

形
と
し
て

は

見
え
な

い

法
蔵

菩
薩
の

本
願

（

利
他
的
本
能
と
で

も
い

う
べ

き

純
粋

感
情
）

を
形

に

し
て

い

く
過

程
が

仏
教
史
で

あ
る

。

こ

の

と

き
現

在
は、

久
遠
の

過
去

の

本
願
が
反
映
さ

れ

た
も
の

と
な
る

。

　
こ

の

よ

う
な
空

間
的
・

時
間
的

構
造
を
も
つ

象
徴

世
界
で

は
、

相

対
者

と

絶
対

者
の

人

格
的

関
係
は
ど

う
な
る

の

か
。

曽
我
は
唯
識
の

第
七

識
で

あ
る

末

那
識
を

不

純
粋
な

我
執
の

自

己
と

し
、

第
八

識
の

阿
頼

耶
識
を

「

固
定
し
な
い

純
粋
な
わ

れ
」

「

ほ
ん

と

う
の

わ

れ
」

と

す
る

。

そ
し

て

阿

頼
耶
識
が

法
蔵
菩
薩
で

あ
る

と

す
る

。

阿
頼
耶
識
は
一

切
諸

法
を
生
ず
る

種
子
を
蔵

す
る

こ

と
か
ら

「

蔵
識
」

と
も

漢
訳
さ
れ
る

が
、

曽
我
は

「

法
」

の

意

味
を

「

水
の

ご

と

く
流
れ
て、

一

刻
も
停
止
す
る

と
い

う
こ

と
は
な

い
」

も
の

と

解
し

、

瞬

間
的
に

生
滅
す
る

作
用
の

不
連
続
の

連

続
体
が
阿

頼
耶
識
で

あ
る

と

す
る

の

で

あ
る

。

こ

う
し
て、

感

覚
が
純
粋
と
な
っ

て

自
己
が

「

固
定
し
な
い

純
粋
な
わ
れ
」

と

な
る
と
き

ー
こ

の

穢
土
が
浄

土
の

象
徴
と
な
る

と
き

ー、
自
己
と

法
蔵
菩

薩
が

対
応
し、

自
己
が
自

己
で

あ
る

の

み

な
ら

ず
法
蔵

菩
薩
の

象
徴
と

な
る

。

わ

れ

わ

れ
は
自
己
の

内

奥
で

法

蔵
菩
薩
と

関
係
す
る

の

で

あ
る

。

感
覚
の

純
化
に

と
も
な
っ

て

生
じ
る

行

為
が

、

人
間
と
仏
と

の

感
応
道
交
と

し
て

の

南

無
阿
弥
陀
仏
に

ほ

か
な
ら
な
い

。

　
総
じ

て

曽
我
の

象
徴

世
界
観
は
わ

れ
わ
れ
の

日

常
の

世

界
と

仏
（
教
）

の

世
界
と
が

結
び
つ

く
可

能
性
を

開
く
が、

そ
の

関
係
様
式
は

感
応
の

「

道

交
」

と
表

現
さ

れ
、

相
対
者
の

世

界
と

絶
対
者
の

世

界
と
い

う
、

完
全
に

は
一

体
化
し

な
い

別
要
素
の

交
流
で

あ
る
こ

と
が
示

唆
さ

れ

て

い

る

と
い

え
よ

う
。

西
田

幾
多
郎
に

お

け
る

罪
・

悪
の

問
題太

　
田

　
裕

　
信

　

西
田

幾
多
郎
は

自
身
の

哲

学
の

根

底
を
「

宗
教
」

に

置
い

た
。

こ

の

「

宗

教
」

と
は

ど

の

よ

う
な
意

味
を
も
つ

も
の

な
の

だ
ろ

う
か

。

そ
れ
を

考
え
る

と
き

、

重

要
な

点
の
一

つ

が

「

罪
」

あ
る

い

は

「

悪
」

の

問
題
で
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あ
る

。

西
円
は
そ
の

問
題
を、

親
鸞
の

思
想
や

キ
リ
ス

ト
教
の

原
罪
の

教

義
に

触
れ
な
が
ら、

処
女
作

『

善
の

研
究
』

か
ら
晩
年
に

至
る
ま
で
一

貫

し
て

論
じ
て

い

る
。

た
と
え
ば
「

実
践
哲
学

序
論
」

と
い

う
論
文
で

「

罪

は
自
己
自

身
の

存
在

そ
の

も
の

に
お
い

て

考
え
ら
れ
る
の

で

あ
る

。

而
し

て

真
に

罪
と
い

う
も
の

が

考
え
ら
れ
ぬ

所
に

、

真
に
自
己
と
い

う
も
の

は

な
い
」

と
述
べ

て

い

る
。

　
こ

の

よ

う
に

西
田

は
人
間
存
在
そ
の

も
の

の

罪
悪
に

深
い

限
差
し
を
も

っ

て

い

た
の

で

あ
る

が
、

こ

の

罪
悪
と

い

う
問
題
は

、

〈

哲
学
的
に

は
〉

ど
の

よ

う
に

考
え
ら
れ

て

い

た
の

で

あ
ろ

う
か

。

ま
た
そ
れ
は

彼
の

「

自

己
」

の

考
え

、

お

よ

び

「

宗
教
」

の

考
え
と
ど
の

よ

う
に

絡
み

合
っ

て

い

る

だ
ろ

う
か

。

本
発
表
は

、

こ

の

問
い

を
、

西
田

が
キ
ェ

ル

ケ
ゴ

ー

ル

の

『

死
に

至

る
病』

の

思
想
を
受

け
な

が
ら

書
い

た

『

哲
学

論
文
集
第
四
』

（
一

九
四
一

年）

と

晩
年
の

宗

教
論
「

場

所
的

論
理
と

宗

教
的
世
界

観
」

に

お

け
る

叙
述
を

見
る

こ

と
で

考
察
し
た

。

　

西
田

は
キ
ェ

ル

ケ

ゴ

ー

ル

の

『

死

に

至
る

病
』

に

お

け
る

自
己
の

定
義

「

自
己
と

は
、

自
己

自
身
に

関

係
す
る

関
係
で

あ
る

と

と

も
に
、

他
者

〔
神
）

に

よ
っ

て

措
定
せ

ら
れ

た

関
係
で

あ
る
」

と
い

う
テ

ー

ゼ

に

強
い

共
感
を

示
し、

そ
れ

を
自
身
の

哲
学
に

お

け
る

「

作
ら
れ

た

も
の

か
ら

作

る

も
の

へ

」

「

行
為
的

直
観
」

「

ポ
イ

エ

シ

ス
」

な

ど
の

概
念
と
重
ね

合
わ

せ

て

理
解
し
て

い

る
。

キ
ェ

ル

ケ
ゴ

ー

ル

に

よ

れ

ば
、

自
己
と
は

有
限
性

と

無
限
性

、

必
然

性
と

自
由
の

綜
合
で

あ
る

が、

こ

の

綜
合
の

「

不
調

和
」

の

可
能
性
が
「

絶
望
」

と

呼
ば
れ

る．、

こ

の

「

絶
望
」

は

単
な
る

憂

鬱
で

は

な
く、

絶
望
し
て

い

な

い

人
に

も
見
出
さ

れ

る

も
の

と
し

て
、

入

間
の

存
在
そ
の

も
の

に
根
差
す
普
遍
的
・

存
在
論
的
な
も
の

と
し

て

考
え

ら
れ

て

い

る
。

し
か

し
同
時
に

、

そ
れ

は

そ
れ
ぞ

れ

の

個
性
に

無
差

別
な

も
の

で

は
な
く、

あ
く
ま
で

も
個
々

人
が
「

意
志
」

に

よ
っ

て

招
き
寄
せ

た
も
の

で

あ
る

。

こ

う
し
た

「

絶
望
」

は
、

ま
さ

に

「

神
の

前
に
」

お

い

て

あ
る

と
き

「

罪
」

に

変
化
す
る

。

　
こ

う
し
た
キ

ェ

ル

ケ
ゴ

ー

ル

の

罪
の

思

想
に

西
田

は

全

面
的
に

共
感
し

て

い

る
。

西
田
に

よ

れ

ば

「

宗
教
」

と
は

「

自

己
存

在
そ
の

も
の

の

問

題
」

で

あ

り
「

自
己
成
立
の

根
本
的
事
実
」

で

あ
る．、

自

己
存
在
の

根
底

の

罪
は

単
な
る

惰
弱
で

も
な
け
れ
ば

、

道

徳
的
な

罪
責
の

念
を

指
す
の

で

も
な
い

。

こ

の

「

自
己
自
身
の

無
の

根

底
を

、

罪
悪
の

本
源
を

徹
見
す
る

こ

と
」

が

宗
教
の

本
質
で

あ
る

。

普
通
の

感

覚
で

は

罪
の

自

覚
と

い

え

ば
、

何
か

自
我
の

能
動
的
な

働
き
を
殺

す
消
極
的
で

悲
観
的
な
響
き
を

与

え
る

で

あ
ろ

う
。

し
か
し

、

西
田
は

、

宗
教
的
白
覚
に

お
い

て

こ

そ
「

真

の

個
」

が

成
立
し、

己
を
尽
く

す
仕
方
で

現
実
に

働
き
か

け
る

「

絶
対
的

能
動
」

が

出
て

く
る

と

主
張
し
て

い

る
。

　

宗
教
的
に

言
え
ば

「

原
罪
」

「

業
の

世

界
」

「

無
明
」

や

「

迷
い
」

と
い

っ

た

も
の

は、

西
田

哲

学
に

お
い

て

は

「

作
ら
れ

た

も
の

か

ら
作
る

も
の

へ

」

と
言
わ

れ
る
矛
盾
的
な
自
己
の

存
在
論
的
構
造
に

お
い

て

成
立

す
る

「

絶
望
」

的
な

「

意
志
」

で

あ
る

と、
言

え
る

。

西
田
は

こ

れ

を

時
に

カ

ン

ト

の

「

根
本
悪
」

と
い

う
語
を
借

り
て

表
現
し

て

い

る
。

こ

う
し
た

画
非
」

の

理
解
は
、

迷
信
的
神

話
的
な
そ
れ

を
「

自
己
成
立
の

根
本
的
事
実
」

へ

と

象

徴
的
に

捉
え
た

も
の

で

あ
り、

そ

の

意
味
で

西
田

哲
学
は

「

宗
教

的
」

な
真

剣
さ

を

も
ち
な
が

ら
、

「

非
宗
教

的
」

な
立
場
に

立
っ

て

い

る

と
い

う
こ

と
が

出
来
よ

う
。
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