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西
田

と
ハ

イ

デ

ガ

ー

　
　
　

絶
対
無
の

自

覚
と

存
在
了

解

岡

廣

　
二

　

西
田
は

論
文
「

私
の

絶
対
無
の

白
覚
的
限
定
と

い

ふ

も
の
」

に

お
い

て

自
己
の

哲
学
的
立

場
を
一

層
深
め

て

い

っ

た
。

そ
の

立

場
の

究
極
が
宗
教

的
立

場
で

あ
る

こ

と

は

贅
言
す
る

ま
で

も
な
い

。

そ
し

て

我
々

の

知
識
は

何
処
か
ら

始
ま
る

の

か

の

問
の

下、

そ
れ

は

絶
対
無
の

自
覚
的
限

定
の

内

容
た

る
事
実
か

ら

始
ま

る
と

い

う
。

裸
の

事
実
な

ど
は

何
処
に

も

存
在
せ

ず、

事
実
が
存
在
す
る

の

は

絶
対
無
の

白
覚
的
限
定
に

依
拠
し

て

い

る
。

〈

ザ

ッ

へ

〉

は

〈

タ

ー

ト
ザ

ッ

へ

〉

で

な

け
れ

ば

な
ら
な
い

。

そ
こ

か

ら

見
れ

ば

ハ

イ
デ
ガ

ー

の

存
在
了
解
も
問
題
な
し
と

は

云
わ

れ
な
い

。

確
か

に
彼
の

云
う
存
在
は

主

客
対
立
以
前
か
ら
出
立

し
て

い

る

か
ら
、

そ
の

点

で

自
己
の

事
実
が

あ
る

と

い

う
こ

と
と

相
類
す
る

か

も
知
れ
ぬ

。

が、

そ

の

「

ゴ
解
は

不
完
全
な
る
自
覚
」

で

し
か

な
い

。

西

出
と
ハ

イ

デ

ガ

ー
、

両
者
は
実
在
な
い

し

存
在
を
思
索
し
た
の

で

あ
る

か

ら
思
惟
の

対
象
の

方

向
性
の

点
で

は

類
似

性
が
あ
る

。

が、

同
時
に

そ
の

思
索
遂
行
の

仕
方
は

前
者
が
経
験
に
基
づ

く
論
埋
的
立
場
で

あ
る

の

に

対
し、

後
者
は

こ

れ
を

忌
避

す
る

実
存
論
的

存
在

論
に
立
つ

か

ら
、

そ
の

点
で

は

相
違

し
て

い

る．、

よ
っ

て

表
面
的
に

見
れ
ば

、

自
覚
は

ハ

イ
デ

ガ

ー

の

い

う
世
界
の

な

い

カ

テ
ゴ

リ
ー

に

属
し
存
在
そ
の

も
の

を
扱

う
こ

と
は

で

き
な
い

と

見
ら

れ
る
。

し
か
し
画
田
の

自
覚
は

「

論
理
か
ら
自
覚
へ

」

で

は

な
く

「

自
覚

か
ら

論
理
へ

」

と
い

う
具
体
的
実
在
に
立

脚
し
た

も
の

で

あ
り、

し
か
も

無
の

場
所
か
ら
の

自
覚
で

あ
る
か
ら
了
解
よ

り
存
在
に
肉
薄
し
て

こ

れ
を

包
摂
し
得
る

の

で

あ
る

。

曰
く

　
　
「

私
の

絶
対
無
の

自
覚
的
限
定
の

立

場
か

ら
は

…
ハ

イ
デ

ッ

ゲ

ル

の

了
餠
の

立

場
の

如
き
も
含
め

る

こ

と

が
で

き
る

と

思
ふ
」

。

西
田

が
絶
対

無
の

自
覚
と
な

す
事
由、

そ
れ

は

自
覚
の

真
の

主

体
が

決
し
て

見
ら

れ

ず
ノ

エ

マ

化
さ

れ
な
い

か
ら
で

あ
る

。

よ
っ

て

そ

こ

か

ら
の

限
定
は

事
実
を

事
実
と
し

て

産
出
し

、

事
実
は

自

覚
と

共

に

存
在
に

至
る

の

で

あ
る

。

事
実
が

単
に

あ
る

の

で

は
な
い

。

事
実
は

絶

対
無
の

自
覚
的
限

定
に

よ

っ

て

始
め

て

そ
の

存
在
性
を
〈

タ

ー

ト

ザ
ッ

へ

〉

と
し

て

確
保
し

う
る

の

で

あ
る

。

他
方
の

了
解

、

そ

れ
は

実
存
範
疇

で

あ
っ

て

認

識
論
的
に

知
識
を

獲
得
す
る

と
い

う
よ

り
は

企

投
と

結
合
し

て

現
存
在
の

存
在
可
能
を

導
く
契
機
と
な
る

も
の

で

あ
る

。

単
な
る

存
在

者
で

な
い

現
存
在
は

可

能
的
存
在
で

あ
っ

て
、

常
に

自
己
に

先
ん

じ
て

そ

の

存
在
可
能
の

実
現
を

ロ
指
し

て

い

る
。

そ
し

て

そ

こ

に

働
く
の

が
存
在

了
解
で

あ
る

か
ら

、

了
解
の

対

象
と

な
る

も
の

は
巳

成
の

存
在
者
で

あ

り、

既
存
の

存
在
者
な

の

で

あ
る

。

つ

ま

り
〜
解
の

対

象
は

既
に

し
て

世

界
の

内
に

於
い

て

存
在
し
て

い

る

存
在
者
な
の

で

あ
る

。

よ
っ

て

了
解
に

は

白
覚
の

よ

う
な
対
象
的
事
実
の

能
産
性
は

な
い

。

自

覚
が

自
覚
と

共
に

そ
の

対
象
を

産
出
す
る

の

に

対
し、

了
解
は

既
存
の

事
象
の

了
解
な
の

で

あ
る
。

と

い

う
こ

と

は

そ
こ

に

〈

見
る

も
の
〉

・
〈

見
ら

れ

る

も
の

V

が
あ

る
と

い

う
こ

と
で

あ
っ

て、

了
解
現
象
は一
．

元
的
な
構
造
な

の

で

あ
る

。

自
覚
は

「

自
己
が
自
己
に

於
い

て

自
己
を

見
る

」

こ

と
で

あ
る
か
ら
云
わ

ば
一

元
的
で

あ
る

。

＝
兀

的
と

い

っ

て

も
「

自
己
」

の

根
底
は

〈

見
る
も

の
〉

の

な
い

「

無
」

な
の

で

あ
る
か

ら
一

即
多
元
的
に

な
る
、

そ
こ

に

大

き
な
相
異
が

あ
る

。

問
題
は

そ
の

相
違
の

出
処
如
何
で

あ
る

。

率

直
に

云

え
ば
、

そ
れ

は

ハ

イ
デ

ガ

ー

の

自
己
把
握
が
不
徹
底
だ

か
ら
で

あ
る

。

世

間
に

紛
れ
て

い

る

現
存
在
が

良
心
の

呼
び

声
に

応
じ

て

「

本
来

的
な
自

己
」

に

回
帰
す
る

時
に

あ
っ

て

も、
「

自
己
」

は

な
お

も
「

自
己
」

で

あ
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っ

て

「

有
」

で

あ
り、

「

絶
対
無
」

の

次
元
に

ま
で

究
徹
さ

れ
て

い

な
い
。

現
存
在
が
ま
だ

「

有
」

と
し
て

〈

見
る
も
の
〉

に

留
ま
っ

て

い

る

か
ら
こ

そ、

そ
の

了
解
の

対

象
が

〈

見
ら
れ
る
も
の
〉

な
の

で

あ
る

。

『

善
の

研
究
』

と

「

宗
教
的
要
求
」

杉

本

耕

　
一

　
『

善
の

研
究
』

「

第
四

編
第
一

章
　
宗
教
的．
要
求
」

は、

次
の
一

節
で

始

ま
る

。

「

宗
教
的
要
求
は

自
己
に

対

す
る

要
求
で

あ
る
、

自
己
の

生

命
に

就
い

て

の

要
求
で

あ
る

。

我
々

の

自
己
が
そ
の

相
対
的
に

し
て

有
限
な
る

を

覚
知

す
る

と

共
に、

絶
対
無
限
の

力
に

合
一

し
て

之
に

由
り
て

永
遠
の

真
生

命
を
得
ん

と

欲
す
る

の

要

求
で

あ
る
」

。

こ

の
一

節
は

、

『

善
の

研

究
』

全

体
の

中
で

見
る
と

、

や

や

異
質
な

印
象
を

与
え
る

。

な

ぜ
な

ら

ば、

『

善
の

研
究
』

全

体
の

基
調
と
し

て

は
、

「

自
己
」

は、

大
体
に
お
い

て

そ
の

「

無
限
」

の

相
に

お
い

て
、

即
ち、

そ
の

根
底
に

お
い

て

宇
宙
と

一

で

あ
る

と
言
わ
れ
る

よ

う
な
「

大
な
る

自
己
」

と

し
て

と
ら
え
ら
れ
て

い

る
の

に

対
し
、

こ

こ

で

は

例
外
的
に、

む
し
ろ

「

自
己
」

の

「

有
限
」

「

相
対
」

の

自
覚
に

立
っ

て

論
が

進
め

ら
れ

て

い

る

か

ら

で

あ
る

。

　
本
発

表
で

は
、

こ

の

よ

う
な
異
質
的
な
一

節
に

注
目
し、

そ
れ
が

『

善

の

研
究
』

の

中
で

ど
の

よ
う
な
意
味
を
も
っ

て

い

る

の

か、

ま
た
、

も
ち

う
る
の

か
を

考
え
て

み

た
い

。

具
体
的
に

は
、

こ

の

「

第
四
編
第
一

章

宗
教
的

要
求
」

の

『

善
の

研
究
』

全
体
の

中
で

の

独
特
の

位
置
を

明
ら
か

に

す
る

と

と
も
に

、

「

善
の

研
究
』

の

中
に

こ

の

よ

う
な

例
外
的
な

章
が

含
ま
れ
て

い

る

こ

と

の

意
義
に
つ

い

て

論
じ
た

い
．．

　
「

第
四
編

第
一

章
」

の

『

善
の

研

究
』

全

体
の

中
で

の

位

置
を

明
ら
か

に

す
る

た

め
に

注
目
し
た
い

の

は、

「

善
の

研
究
』

で

論
ぜ

ら
れ
る

「

宗

教
」

が
、

い

わ

ば
二

重
の

構
造
を

も
っ

て

い

る

と
い

う
こ

と

で

あ
る

。

「

善
の

研
究
』

は
、

「

第
一

編

　
純
粋
経
験
」

「

第
二

編

　
実
在
」

「

第
三

編

善
」

「

第
四

編
　
宗
教
」

と

い

う
四

つ

の

編
か

ら
構
成
さ
れ

て

い

る
。

「

第

四
編

宗
教
」

に

お
い

て

「

宗
教
」

が
主
題
と
な
る

の

は
も
ち
ろ

ん

で

あ

る

の

だ

が、

そ
れ
に

先
立
つ

第
一

編
か
ら
第一、
一
編
に

お
い

て

も
、

各
編
の

最
終
的
な

結
び
の

部
分
で
、

「

宗
教
」

に

属
す
る

事
柄
が
既
に

論
じ
ら
れ

て

い

る
。

本
発
表
の

関
心
事
で

あ
る

有
限
相
対
の

自
己
と

い

う
視
点
は、

も
っ

ぱ
ら

「

第
四

編

宗
教
」

で

の

み

出

さ
れ

る

も
の

で

あ
る

か
ら

、

「

第
四

編
第
一

章
」

の

位
置
を
知
る

た
め

に

は
、

前
者
と

は

異
な

る
後
者

に

固
有
の

立
場
を
明
ら

か
に
し

な
け
れ
ば

な
ら
な
い

。

　

第
一

編
か
ら

第
三

編
ま
で

の

「

宗
教
」

は
、

「

学
問
道
徳
の

本
に
は

宗

教
が

な
け

れ
ば
な

ら
ぬ

、

学

問
道
徳
は

之
に

山

り
て

成

立

す
る

の

で

あ

る
」

と
い

う
言

葉
か

ら

も

分
か

る

よ

う
に
、

「

哲

学
」

を
支
え

、

そ
れ
を

基
礎
づ

け
る
も
の

と

し
て

位
置
づ

け
ら
れ
る

。

「

純
粋
経
験
を
唯
一

の

実

在
と

し
て

す
べ

て

を
説
明
し
て

見
た

い
」

と

い

う
『
善
の

研
究
」

の

「

哲

学
」

と
し

て

の

企

図
は
、

「

宗
教
」

の

次
元

に
ま
で

話
が

進
め

ら

れ
る

こ

と
に

よ

っ

て、

は

じ
め

て

完

結
す

る
。

そ

の

意

味
で

、

こ

こ

で

の

「

宗

教
」

は

「

哲
学
」

と

親
和
的
で

あ
る
。

ま
た、

「

折
冂

学
」

と

区
別

さ
れ
た

「

宗
教
」

固
有
の

問
題
が

問
わ
れ
る

こ

と
が
な
い

と
い

う
点
で
、

「

哲
学
」

の

範
囲
内
の

「

宗
教
」

と

み
な

す
こ

と
が

で

き
る

。

　
そ
れ

に

対
し
て

、

第
四

編
の

「

宗
教
」

に

お

い

て

は、

む

し
ろ、

「

哲

学
」

に

余
る

も
の

と
し

て

の

「

宗
教
」

の

姿
が

見
ら
れ

る
。

「

自

己
」

が

有
限
相

対
の

白
覚
を
も

ち
、

「

宗
教
的
要
求
」

を

起

す
と
い

う
こ

と

も、
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