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大
峯

　
顯
著

『

永
遠
な

る

も

の

歴
史
と

自
然
の

根
底

』

　
法
藏
館

　
二

〇
〇
三

年
五

月
一

五

日

刊

A5

判

　
三

二

五

頁

　
三

八
QO

円
＋

税

保

　
呂

篤

彦

　

本
書
は、

浄
土
教
や
西
田

哲
学
を
中
心
に

し
て

日
本
の

思
想
に
、

ま
た

ド
イ

ツ

観
念
論
や

ド
イ
ツ

神
秘
主
義
を
中
心

に

し
て

西
欧
の

思
想
に
、

そ

れ

ぞ

れ

深
く
通
じ
る

著
者
が
書
物
や
雑
誌
に

既
に

発
表
し
た

諸
論
文
を

中

心
に

編
ま
れ
た
論
文

集
で

あ
り、

所
収
論
文
の

多
く
は

こ

こ

数
年
の

問
に

発
表
さ

れ

た
も
の

で

あ
る

。

合
計

＝
］
の

論
文
が、

四

本
ず
つ

三

つ

の

部

門
に

分
け

て

収
録
さ
れ
て

い

る
。

著
者
に

よ

れ
ば、
一．］
つ

の

部

門
は
、

著

者
の

現
在
の

思
想
的

関
心
が
集
中
し
て

い

る

三

つ

の

領
域
に

対
応
し

て

お

り、

第
−

部
は
現
代
文
明
を
生
き

る

人
間
に

と
っ

て

最
も
基
層

的
な

問
題

を

取
り

扱
っ

た
も
の、

第
H
部
は

フ

ィ

ヒ

テ

哲
学
を

中
心
と

す
る

ド

イ
ツ

観
念
論
に

つ

い

て

の

研
究、

第
m
部
は

日
本
の

哲
学
思
想
と

仏

教、

と
り

わ

け

浄
土
教
の

思
想
に

関
す
る

研

究
で

あ
る

。

三

部
門
自
体
に

ま
た

そ
れ

ぞ
れ

多
様
な

内

容
の

論
文
が
配
さ

れ

て

お

り、

本
書
が
カ

バ

ー

す
る

研
究

領
域
の

広
が

り
は

評

者
の

能
力
を

遥
か

に

超
え

て

は

い

る

が
、

何
れ

の

論

文
か

ら

も

著
者
の
→

貫
し

た

宗
教
理
解
と

読
者
に

対
す

る

メ

ッ

セ

ー

ジ

が

は
っ

き

り

と

読
み

取
れ
る

。

そ

こ

で

以
下、

各

論
文
の

内
容
の

概
観
を

通

し
て、

読
者
に

こ

れ

を
伝
え

る

こ

と

に

専
念
し

た

い
。

　
ま

ず、

第
−

部

第
一

論
文
「

ヨ

ー

ロ

ッ

パ

精
神
の

運
ム

叩

ll

技
術
の

問

題
の

た

め

に

ー
」

は
、

ハ

イ
デ
ッ

ガ

ー

の

技
術
論
に

依
拠
し
つ

つ
、

技

術
が

人

間
の

目

的
に

仕
え
る

手
段
で

は

な

く、

人
間
を

含
む
→

切
を
深
層

か

ら

規
定
す

る

も
の、

存

在
の

真
理
の
一

形
態

、

あ
ら

ゆ

る

も

の

を
「

役

立
つ

も

の
」

と

し
て

仕
立
て

る

「

発
露
」

で

あ
っ

て
、

人
間
は

こ

れ
に

携

わ

る

も

の

の、

そ
の

主
体
で

は

な

い

と

論
じ、

そ

の

立

場
か

ら
、

技
術
を

再
び

人
間
の
コ

ン

ト

ロ

ー

ル

の

下
に

取
り

戻
す

べ

き

で

あ
る

と

す
る

ヤ
ス

パ

ー
ス

等
の

技
術
論
に

反
対
し

て

い

る
。

著
者
に

よ

れ

ば、

技
術
が

存
在

の

発
露
で

あ
る

以
上、

人

間
が
そ

れ

を

支
配
下
に

置
く
こ

と

は

不
可
能
で

あ
り

、

ヤ

ス

パ

ー

ス

流
の

技
術
論
は

技
術
の

本
質
を

隠

蔽
し
て

し
ま

う
。

ま

た

技
術
の

本
質
ゆ

え
、

そ

れ

が

も
た

ら

す

危
険
は

、

一

切
を
計
画
的
な

自
己
貫
徹
の

た

め

の

素
材
に

せ

ん

と

す
る

意
志
の

無
制

約
性
に

あ
り、

し

た

が

っ

て

そ

れ

は

人
間
の

本
来
的
な

本
質
に

至
る

道
が

閉
ざ
さ

れ
る

と

い

う
人
間
の

本
質
の

死
の

危

険
で

あ
る

。

そ

こ

か

ら

逃
れ

る

道
は
、

人
間
の

主
体
的
意
志
に

よ

る
行
為
や

努
力
（
シ

ェ

ー

ラ

ー

が

期

待
を
か

け
る

「

ア

ジ

ア
の

内
的
生
の

技
術
」

や

「

心
の

技
術
」

を

も

含
め

て
）

の

内
に

は
決

し

て

な

く
、

人

間
が

技
術
と

の

主
導

権
争
い

の

圏
域
の

外
に

出
る

こ

と
、

つ

ま
り
意
志、

自
己
中
心

的
な

欲
望
の

地
平
か

ら

脱
却
す

る

こ

と

に

し

か

な
い

と

著
者
は

主

張
し

て

い

る
。

　

第
−

部
第
二

論
文
「

聖
な

る

も

の

の

復
権
の

た

め

に
」

は、

真
・

善
・

美
と
聖
に

関
す

る

西
洋
思

想
の

展
開
を

辿
り、

最
後
に

ハ

イ
デ

ッ

ガ

ー

を

取
り
上
げ
て

い

る
。

著
者
は

、

ハ

イ

デ
ッ

ガ

ー

哲
学
に

お

け
る

聖
な

る

も

の

の

次
元
が

「

神
性
の

本
質
空

間
」

で

あ
り、

こ

れ

が

閉
ざ
さ

れ
た

現
代

に

お

い

て

そ

の

復
権
を

図
る

に

は、

そ

の

前
提
で

あ
る

「

存
在
の

真
理
」

の

ま
だ
経
験
さ

れ

て

い

な
い

領
域
に

踏
み

入

る

「

存
在
の

思
惟
」

が

前
提
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書評 と紹介

に

な
る

こ

と、

こ

の

思
惟
が
「

詩
作
し

と

結
び
つ

く
こ

と

を
ま

ず
論
じ

、

さ

ら

に

従
来
の

西
洋
で

は

聖
が

俗
と

の

厳
し

い

区
別
に

お

い

て

捉
え

ら

れ

て

き

た

の

に

対
し

て
、

ハ

イ
デ

ッ

ガ
ー

が
ヘ

ル

ダ
ー

リ

ン

の

詩
に

導
か

れ

て
、

聖
な

る

も

の

を
」

L

方
と

下
方
の

位
置
の

区
別
を

超
え

た

「

混
沌
」

と

し
て

捉
え

、

聖
の

概
念
の

中
心
に

区
別
を
立
て

る

伝
統
的
な

考
え

方
に

挑

戦
し

て

い

る

こ

と

を

指
摘
す
る

。

ま
た

著
者
は、

ハ

イ

デ
ッ

ガ

ー

の

こ

の

聖
な

る

混
沌
が

単
に

区
別
の

な

い

こ

と

で

は
な
く、

時
と

永
遠、

人
間
と

神
な

ど
す

べ

て

の

区
別
が

そ
こ

で

初
め

て

成
立
す

る

よ

う

な
開
か

れ

た
場

の

こ

と

で

あ
り、

こ

れ
が

「

色
即

是
空
」

「

空

即
是
色
」

と

い

う
言

葉
に

よ
っ

て

示
さ
れ

る

よ

う

な

大
乗
仏
教
の

立
場、

聖
が

俗
と

区
別
さ
れ

た

特

殊
な

立

場
に

固
執
す
る

限
り

な
お

真
の

聖
の

立

場
た

り

え

な

い

と

す
る

「

空
」

概
念
に

接
近
し

て

お

り
、

大
乗
仏
教
の

「

菩
薩
」

と
ハ

イ
デ

ッ

ガ

ー
の

「

詩
人
」

と

の

間
に

も
類
似
が

認
め
ら

れ
る

と

論
じ

て
、

こ

こ

に

新

た
な

人
間
概
念
を

開
き

、

聖

な

る

も

の

を
復
権
さ

せ

る
鍵
が

あ

る
と

主

張

し
て
い

る
。

　

さ

て
、

続
く
第
−

部
第
三

論
文
「

生

死
の

視
角
　
　
現

代
に

お

け

る

死

の

問
題

ー
」

は、

現
代
人
に

お

け

る

死
の

忘
却
を
問
題
に

し

て

い

る
。

ま
ず
著
者
は

シ

ェ

ー

ラ

ー

の

議

論
に

則
っ

て、

現
代
人
に

お

い

て

は

直
覚

的
な
死
の

確
実
性
の

体
験
が
、

自
己

目

的
化
し

た

仕
事
と

金
儲
け
の

衝
動

に

よ
っ

て

抑
圧
さ

れ
て

お

り、

あ
た

か

も

死
が

存
在
し

な

い

か

の

よ

う
な

世
界
が

広
が
っ

て

お

り
、

そ

の

た
め

彼
に

と
っ

て

死
は

生
の

充

実
者
で

は

な
く
破
壊
者
と

し

て

生
の

外
か

ら
訪
れ
る

こ

と

に

な

る

が
、

そ

れ
は

決
し

て
彼
自
身
の

本
来
の

死

で

は

な
い

と

論
じ
る

。

そ

れ

ゆ

え、

死
が
存
在
し

な
い

と

い

う
こ

の

イ
リ
ュ

ー

ジ

ョ

ン

に

挑
戦
し

て

そ

こ

か

ら
現

代
人

を

解

放
す
る

の

が
真
の

思

想
の

課

題
で

あ
る

と
言
う

。

著
者
に

よ
れ

ば、

そ
の

た

め

に

は

人

間
存
在
の

根

柢
に

単
な

る

死

で

も

単
な

る

生
で

も
な
い
、

両

者
の

相
互
浸
透、

仏
教
の

い

わ

ゆ

る

「

生
死
」

が

捉
え

ら

れ
な

け
れ

ば

な

ら
な

い

が
、

そ
れ

に

は

ハ

イ

デ
ッ

ガ

ー
の

「

死
へ

の

存
在
」

も
十
分
で

は

な
い
。

彼
は

生
の

底
に

死
を

見
た
が、

そ
の

死
が

現
存
在
を
い

か

に

生
か

し
て

い

る
か

を
十
分
明
ら

か

に

し
な
か

っ

た

か

ら

で

あ
り
、

著
者
は

こ

れ

を
超
え

る
立
場
と

し
て

リ

ル

ケ

を
解
釈
す
る

。

著
者
に

よ

れ
ば
、

リ

ル

ケ

は

死

か

ら

生
を
見
る
の

で

も

生
か

ら

死
を
見
る

の

で

も
な

く、

両
者
を

包

む

開
放

的
全

体、
「

開
か

れ

た

も
の
」

か

ら

両

者
を
見
て

お

り、

彼
に

お

い

て

は

生
と

死
が

協
同
し

て、

存
在
す

る

も

の

の

球
体
の

完
全
性
を

成
就

し

て

い

る
。

そ

し

て、

こ

の

開
か

れ

た

世
界
が

実
は

今
こ

こ

の

現
在
の

直

下
に

あ
り
、

人

間
は

時
間
の

た

だ

中
に

あ
り
つ

つ
｝

瞬
一

瞬
こ

れ
を

超
え

て

い

る

と

す

る

彼
の

理
解
は、

仏
教
の

「

生
死
」

の

立

場
に

極
め

て

近
い

と

著

者
は

評
価
し

て

い

る
。

　
第
−

部
第
四

論
文
「

神
話
と

理

性
」

は
、

神
話
は

哲
学
成
立
の

根
本
要

因
で

あ
っ

て

哲
学
的
思
惟
の

構
造
そ

の

も
の

に

属
し

て

お

り、

こ

れ

を

論

じ
ず
し
て

哲
学
は

根
源
的
哲

学
た
り

え
ず、

深

刻
な

諸
問
題
に

直
面
す

る

現
代
に

あ
っ

て

哲
学
の

新
し

い

可
能
性
を

開
く

た
め

に

も

神
話
を
問
う
こ

と

が

不
可
欠

で

あ
る
と

い

う

意
識
か

ら

執
筆
さ

れ
て

い

る
。

著
者
に

よ

る

と、

神
話
と

は

言
葉
と

存
在、

言
葉
と

意
味
の

不
可
分
の

統
｝

を
成
立
せ

し
め

る
一

種
の

絶
対
的
言
語
の

圏
域
で

あ
っ

て
、

理

性
に

よ

る

認
識
の

真

理
に

は

解
消
さ

れ

え
な

い

が、

そ

の

よ

う
な

神
話
の

真
理

と

理

性
の

真
理

と

の

統
合
を

哲
学
自
体
の

う
ち

に

保
つ

努
力
は

プ
ラ

ト

ン

に

見
ら

れ

る

も

の

の、

そ

の

後
の

哲
学
の

発

展
の

中
で

見
失
わ

れ

た
。

と

こ

ろ

が

合
理

化

の

道
が

行
き

尽
く
さ

れ

た

時、

理

性
に

解
消
さ

れ

な

い

独
自
の

真
理

と

し

て

神
話
を
明
ら

か

に

す

る

と

い

う
課
題
が
再
び

生
じ

る

の

で

あ

り、

こ

れ
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に

正

面
か

ら

取
り

組
ん
だ

の

が
シ

ェ

リ
ン

グ
の

「

神
話
の

哲
学
」

で

あ
っ

た

と

述
べ

、

そ

の

詳
細
な
分
析
を
提

出
す
る
。

そ

れ
に

よ

る

と
、

シ

ェ

リ

ン

グ
は

神
話
の

寓
意
的

解
釈
を
一

切
退

け
、

「

神
話
の

自
己

説
明
」

と
い

う

方
法

論
を

採
用
し、

神
話
と
は

神
、

絶
対
者
が

自
ら

を

自
覚
す
る
た
め

に

必
然

的
に

通
過
せ

ざ
る
を
え
な
い

過
程
で

あ
る

と

い

う

結
論
に

導
か

れ

る

の

で

あ
る

が
、

著
者
は

こ

の

結
論

自
体
が

神
話
の

真
理

を
神

話
以

外
の

も

の

（
絶
対

者
∀

に

求
め

る

立
場
に

再
び
陥
っ

て

い

る

と

述
べ
、

こ

れ

を

免
れ

る

た

め

に

は
、

神
話
を
理
性
と

の

関
係
に

お

い

て

の

み

で

は
な
く、

む

し

ろ

言
葉
と

の

関
係
に

お

い

て

捉
え
る
視
点
が

必
要
で

あ
る
こ

と
を
指

摘
し

て

稿
を

閉
じ
て

い

る
。

　

第
H
部
の

冒
頭
に

は
ド
イ
ツ

観
念
論
全
体
を
扱
っ

た

論
文
「

絶
対

者
の

探
究
」

が
置
か

れ
、

第
H
部
に

配
さ

れ
た

他
の

諸
論
文
が

ド
イ
ツ

観
念
論

研
究
に

お

い

て

占
め

る

位

置
を

示
唆

し
て

い

る
。

こ

の

論
文
は

第
一

節

で、

ド
イ

ツ

観
念
論
哲
学
が
、

哲
学
は

「

絶
対
者
」

へ

の

問
い

と
し
て

の

み

可
能
で

あ
る

と

い

う
確
信
に

貫
か

れ
て

い

る

こ

と
、

し

た
が

っ

て

絶
対

者
の

認

識、

絶
対
知
が

そ

の

本
質
で

あ
る

こ

と
、

そ

の

絶
対
者
の

知
に

至

る

通
路
を
主

体
性
に

見
出
し、

一

切
の

真
理

を

根
拠
づ

け

る

基
礎
地
平
を

「
自
我
阿

自
我
」

と

い

う
根
本
命
題
と

し
て

捉
え

た
の

が

初
期
の

フ

ィ

ヒ

テ

で

あ
る

こ

と
、

自
我
性
の

本
質
が

主
観
と

客
観
と

の

同
一

で

あ
る
と

い

う

彼
の

こ

の

発

見
が
シ

ェ

リ

ン

グ
と

へ

ー

ゲ

ル

に

も

共
有
さ

れ
、

「

主

観
・

客

観
」

と

い

う
共
通
語
で

表
現
さ

れ
た

根
本
原
理

の

解
釈
を
め
ぐ
っ

て

三

人
の

問
で

論
争
が
行
わ
れ
た

こ

と

を
述
べ

、

こ

の

三

人
の

思
惟
の

運

動
に

次
の

三

つ

の

局
面
が

あ
る
こ

と

を

指
摘
す
る

。

す

な

わ

ち、

（

ご

初

期
フ

ィ

ヒ

テ

の

主
観
的
観
念
論
が

初
期
・

中
期
シ

ェ

リ

ン

グ
の

客
観
的
観

念
論
へ

と

展
開
し

、

最
終
的
に

へ

ー
ゲ
ル

の

絶
対
的
観
念
論
に

お

い

て

完

成
さ

れ
る
局
面、
（
二
）
フ

ィ

ヒ

テ

知
識
学
の

前
期
か

ら

後
期
へ

の

発
展、

（

三
）

「

後

期
観
念
論
」 、

す
な

わ
ち
後

期
シ
ェ

リ
ン

グ

の

「

積

極
哲
学
」

の

三

つ

が

そ
れ

で

あ
り

、

本
論
文
の

第
二

節
か

ら

第
四

節
ま

で

の

三

節

は、

そ
れ

ぞ

れ

の

局
面
の

基
本
的
展
開
を

論
じ
て

い

る
。

な
お
、

著
者

は、

後
期
フ

ィ

ヒ

テ

と

後
期
シ

ェ

リ

ン

グ
の

著
作
が

、

そ

れ

ぞ

れ

独
自
の

仕
方
で、

理
性
の

自
己
制
限
と

自
己
否
定
が

理
性
そ

の

も

の

の

可
能
性
に

含
ま
れ
て

い

る
こ

と

を
明
ら

か

に

し

て

い

る

と

述
べ

て
、

自
ら

の

関
心
が

と
り
わ
け
（

二
）

と
（

三）
、

二

つ

の

局
面
に

向
け
ら

れ

て

い

る

こ

と

を
示
唆

し
て

い

る
。

以
下
に

見
る

通
り

、

実
際

、

第
11
部
の

他
の

論
文
は

何
れ
も

（

二
）

の

局
面
の

問
題
を
論
じ

て

お

り
、

第
四

論
文
は

こ

れ
に

加
え
て
（
三）

の

局
面
の

問
題
を
も
扱
っ

て

い

る

と

言
え

る

で

あ

ろ

う
。

　
第
11
部
第
二

論
文
「

フ

ィ

ヒ

テ

に

お

け

る

神
と

自
己
」

は、

フ

ィ

ヒ

テ

の

宗

教
理
解
を
正

面
か

ら

問
題
に

し

て

い

る
。

「

無
」

は

ド

イ
ツ

観
念
論

以
後
の

哲
学
の

主
題
で

あ
る

が
、

ド

イ

ツ

観
念
論
に

お

い

て

も
覆
面
を
し

た
姿
で

問
題
に

な

っ

て

い

る

と

し

て
、

「

無
」

を

通
過

し
て

神
に

行
く
と

い

う
フ

ィ

ヒ

テ
が

辿
っ

た

道
を

解
明
し

て

い

る
。

著
者
に

よ

れ
ば、

フ

ィ

ヒ

テ

は
「

超
感
性
的
な

も

の
」

を

現
実
に

所

有
し

、

そ

れ
を
生
き
る

経
験

が
宗
教
の

エ

レ

メ

ン

ト
で

あ
る

と

考
え

て

い

る

が
、

そ

れ
が

時
間
の

内
な

る

現
実
の

感
性
的
世
界
か

ら

単
に

切
り
離
さ

れ
た

も
の

と

は

考
え
て
い

な

い
。

時
間
的
世
界
か

ら

の

超

越
や

永
遠
の

生
の

所
有
は
、

我
々

が

時
間
的

世
界
の

内
な
る
存
在
を
止

め

た

後
に

初
め

て

起
こ

る

こ

と

で

は

な
く、

あ

く
ま
で

も
時
間
的
世
界
の

内
で

起
こ

る

こ

と

だ
と

い

う
点
に

フ

ィ

ヒ

テ

の

宗
教

観
の

特
色
が

あ
る
と

言
う

。

彼
の

時

代
批
判
も
こ

れ
に

基
づ

い

て

お

り、

宗
教
が

人
間
に

と
っ

て

生
き

て

働
く
力
と
な
ら
な

か

っ

た

根
本
の

理

由
を、

永
遠
の

生
が

現
実
の

生
と

は

別
の

と

こ

ろ

に

あ
る

と

誤
解
さ

れ

た

188〔816）
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書評 と紹介

点
に

求
め

て

い

る

が
、

フ

ィ

ヒ

テ

は

こ

の

視
点
を

初
期
か

ら
有
し
て
い

た

と

著
者
は

論
じ

る
。

ま

た

著
者
は
、

フ

ィ

ヒ

テ

が
、

地
上

的
生

に

没
頭
す

る
自
己
の

放
棄
と

い

う

自
己
否
定
に

よ
っ

て

し

か

永
遠
の

生
に

至
り
え
な

い

こ

と
、

ま

た

永
遠
の

生
や

神
は

実

体
と

し
て

で

は

な

く
、

働
く
も
の

な

き

働
き

と

し

て

捉
え
ら

れ
る
べ

き

こ

と、

そ
れ

ゆ

え

そ

れ

は

静

止
し

た

状

態、

観
想
の

対
象
と
し

て

は

存
在
せ

ず、

た
だ

各
人
が

そ

れ

を

自
ら

生
き

る

ほ

か

な
い

と
主

張
し、

こ

れ

を

再
び
観

想
の

対
象
と

す
る

立

場
（
ス

ピ

ノ

ザ

や
シ

ェ

リ
ン

グ）

を

「

神
秘
主
義
」

と
呼
ん
で

批
判
し

て

い

る

こ

と

を
指

摘
し

た
上
で
、

そ

の

彼
自
身
の

立
場
も
ま

た
そ

れ
と

は

異
な
る
一

種

の

神

秘
主
義
〔
第
H
部
第
四

論
文
で

は

「

生
命
の

神
秘
主
義
」

と

呼
ば
れ

て
い

る）

で

あ
っ

て
、

エ

ッ

ク
ハ

ル

ト

の

立
場
に

近
づ

い

て

い

る
と

主

張

し
て

い

る
。

　

次
の

第
H
部
第
三

論
文
「

キ
ェ

ル

ケ

ゴ

ー

ル

と

フ

ィ

ヒ

テ

に

お

け

る

反

省
の

問
題
」

は、

キ
ェ

ル

ケ
ゴ

ー

ル

の

実

存
弁

証
法
と

の

関
連
に

お

い

て

フ

ィ

ヒ

テ

の

主

観
性
の

哲

学
を
見
直
す
試
み

で

あ
る

。

キ
ェ

ル

ケ

ゴ

ー

ル

は

ド

イ
ツ

観
念
論
を
「

主
観
・

客
観
」

と

い

う

術
語
で

表
現
し、

そ

の

全

体
を

客
観

性
の

立

場
と

捉
え
て

批
判
し
た

が
、

こ

の

術
語
の

創
唱
者
フ

ィ

ヒ

テ

は
こ

の

語
に

よ
っ

て

純
粋
自
我
の

「

自
己

意
識
」

を
構
成
す
る

主
観

（
意

識
す
る

も
の
）

と

客
観
（

意
識
さ

れ

る
も

の）

の

自
己

同
〕
、

決
し

て

客

体
的
に

把
捉
で

き

な

い

生
き
た

能
動
的
自
我
の

主
体
的
性
質
を

表
現

し
て

お

り
、

そ

こ

に

は

シ

ェ

リ

ン

グ
の

よ

う
な

客
体
的
に

観
想
さ

れ

る

絶

対
者
と

い

う

性
格
は

な

い
。

し

か

し
、

著

者
は、

そ

れ

に

も
か

か

わ

ら
ず

フ

ィ

ヒ

テ

の

反
省

作
用

が

あ
く
ま
で

も
「

理
性
」

の

機
能、

無
限
な

客
体

化
の

作
用
で

あ
っ

て
、

主

観
と

客
観、

思

惟
と

存
在
の

間
に

分
裂
と

距
離

を
定
立
す

る

立
場
で

あ
る

キ
ェ

ル

ケ

ゴ

ー

ル

の

「

主
体
的
反
省
」

と

は

異

な
っ

て

い

る

と

論
じ

る
。

す
な

わ

ち
、

著
者
は、

い

か

に

し

て

も

客
体
に

な
ら

な
い

主

体、

思

惟
の

可
能
性
に

翻
訳
不
可
能
な
現
実
的

存
在
へ

の

情

熱
的

関
心
こ

そ
が

キ
ェ

ル

ケ

ゴ

ー

ル

の

「

主

体
的
反

省
」

で

あ
っ

て、

こ

の

現
実
的
存

在
と

は

現
に

思
惟
す
る

者
に

他
な

ら

な
い

の

だ
が
、

フ

ィ

ヒ

テ

に

あ
っ

て

も

問

わ

れ

て

い

る

の

は

思

惟
す

る

者
の

「

本

質
存
在
」

（

≦
口

ω゜
ω

 一
コ〉

で

あ
っ

て
、

そ

の

「

現

実
存
在
」

（
∪

島・
°・

 一
昌）

で

は
な

く
、

後
者
つ

ま

り

実
存
こ

そ

が
、

フ

ィ

ヒ

テ

を

含
む

ド

イ

ツ

観
念
論
に

欠

け
て

い

た

も

の

で

あ
る

と

述
べ

て
、

キ
ェ

ル

ケ

ゴ

ー

ル

の

実
存
的
弁
証
法

の

意

義
を
明
ら

か

に

し
て

い

る
。

　

第
H
部
第
四

論

文
「

知
的

直
観
の

哲

学
と

エ

ッ

ク

ハ

ル

ト

の

神
秘
主

義
」

は、

絶
対
者
と

の

合
「

を

自

我
の

自
己

滅
却、

自
由
の

否
定
と

見

て
、

神
秘
主

義
が

有
す
る

こ

の

危

険
と

の

対
決

に
超

越
論

的
観
念
論
の

立

場
を

見
て

い

た

初
期
の

フ

ィ

ヒ

テ

と

シ

ェ

リ

ン

グ
が
、

後
期
に

そ

れ

ぞ

れ
、

い

か

に

し

て

絶
対
者
へ

の

道
を

知
の

自
己

否
定、

非
知
と

考
え
る

に

至
っ

た

か、

つ

ま

り
い

か

に

し

て

神
秘
主

義
の

立
場
に

接
近
し
て

い

っ

た

か

を、

初
期
の

段

階
か

ら

既
に

現
れ

て

い

る
両

者
の

思
想
の

相
違

点
を

も

踏
ま
え
つ

つ

論
述
し、

両
者
が

行
き

着
い

た

神
秘
主

義
思
想
の

性
格
の

相

違
に

ま

で

説
き
及
ん
で

い

る
。

す
な
わ

ち、

著
者
は

、

シ

ェ

リ

ン

グ
で

は

非
知
が

絶
対
者
の

観
想
に

お

け
る

自
己
忘

却
と

い

う

性
質
を
帯
び
る
の

に

対
し

て
、

フ

ィ

ヒ

テ

で

は

非
知
が

絶
対
者
を
向

こ
う
に

し

た

観
想
で

は

な

く、

む

し

ろ

生
と

し

て

の

絶
対
者
を

自
ら

生
き

る
こ

と

に

他
な

ら
な
い

と

い

う

両
者
の

相
違
を

明
確
に

摘
出
し

て
、

フ

ィ

ヒ

テ

の

そ

れ

が

と

り
わ
け

エ

ッ

ク
ハ

ル

ト

の

神
秘
主

義
に

接
近
し

て

い

る

こ

と

を
明
ら

か

に

し
て

い

る
。

ま
た

著
者
は、

こ

の

接
近
に

も
か

か

わ

ら

ず、

「

反
省
」

と
い

う

固

有
の

問
題
の

ゆ
え
に
、

生
き

ら
れ

る

絶
対

者
と

し
て

の

生
が

ど

の

よ

う

に
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「

反
省
」

の

中
に

入
っ

て

く
る

か

と

い

う

問
題
が

生

じ、

自
我
形

式
を

「

通
轍
す
る
こ

と
」

（
匹

真
o
ゴ

鐸
営
ぴ90

口
）

に

よ

る

反
省
の

自
己

否
定
が

語

ら

れ
る

点
で

フ

ィ

ヒ

テ
は

エ

ッ

ク

ハ

ル

ト

と
異
な

る

こ

と、

さ

ら
に

エ

ッ

ク
ハ

ル

ト

に

お

い

て

主
張
さ

れ
た

神
と

私
の

存
在
に

お

け

る

同
一

と

い

う

思
想
が
、

生
の

直
接
性
よ
り
も
活
動
性
に

重
心
を

置
く
フ

ィ

ヒ

テ
に

あ
っ

て

は
拒
否
さ
れ
る

と

い

う

相
違
が

あ
る

こ

と
を
も
指
摘
し

て

い

る
。

　

第
皿

部
第
一

論
文
「

西

田
幾

多

郎
の

宗
教

思

想
」

は、

宗
教
を
「

生

命
」

の

問
題
と

捉
え
る

西
田

幾
多
郎
の

思
想
の

展

開
を
論
じ
、

そ
れ
に

基

づ

い

て

現
代
に

お

け

る

生

命
の

尊
厳
論
や

脳
死
に

対
す
る

ア
ニ

ミ
ズ

ム

的

な

拒
否
反
応
な
ど
に

対
す
る

著

者
自
身
の

批
判
を

同
時
に

提
出
す
る

も
の

で

あ
る。

著
者
は

西
田

が

『

善
の

研
究
』

に

お

い

て

既
に

宗
教
を
「

生

命
」

の

問
題
と

し
て

論
じ、

自
己
が

旧
い

生
に

死
ん

で

新
し
く
生
ま
れ

変

わ
る

こ

と

こ

そ

に

生
の

核
心
を

見
て
い

る

と

し、

こ

の

よ

う
な
思
想
が

す

べ

て

の

真
の

宗
教
の

根
柢
に

存

在
す

る

と

主

張
す

る
。

さ

ら
に

著
者
は、

西
田

が
ベ

ル

グ
ソ

ン

の

直
観
に

よ

る

生
の

把
握
の

立
場
と

の

近
さ

を

意
識

し
つ

つ

も、

そ

こ

に

否

定
の

契
機
が

な

い

点
を

批
判
し
て
、

『

自
覚
に

於

け
る

直
観
と

反
省
』

に

お

い

て

は

生
（
直
観）

と

知
（
反
省
）

と

の

自
覚

の

立
場
で

の

統
一

を
図
っ

て

い

る

と

論
じ、

西
田

は
生
命
が

ア
ニ

ミ

ズ

ム

に

よ

っ

て

も

機
械
論
に

よ
っ

て

も
理

解
さ

れ

え
ず

、

絶
対
無
の

場
所
の

自

己

限
定
に

由
来
す
る

「

絶
対
矛
盾
的
自
己
同
一
」

と

い

う
形
を

も
っ

た

歴

史
的
世
界
に

お

け
る

出

来
事
と

し
て

し

か

真
に

理
解
で

き

な
い

と

考
え
て

お

り、

自
己

否
定
の

な
い

単

純
な
生
命
肯
定
の

ア
ニ

ミ
ズ
ム

に

基
づ

く
現

代
の

生
命
論
に

は

批
判
的
態

度
を
取
る

は

ず
だ
と

論
じ
て

い

る
。

ま

た、

こ

の

よ

う
な
思
想
を
西
田

が

禅
を
基
に

展
開
し

た
わ
け
で

は

な
く、

む

し

ろ

た
だ
我
々

が
生
ま

れ

て

死

ん

で

ゆ

く
歴
史
的
世
界
の

現
実
を
あ
る

が

ま

ま

に

見
て

徹
底
的
に

分
析
し

た

と

こ

ろ、

そ
こ

に

宗
教
的
と

呼
ば
ざ
る

を

え

な

い

構
造
が

見
出
さ
れ
た
の

だ
と

述
べ

て、

西
田

の

「

宗
教
哲
学
」

の

基
本
的
性
格
を
明
ら
か

に

し
て

い

る
。

　
第
m
部
の

二

つ

め
の

「

三

木
清
に

お

け

る

親
鸞
と

パ

ス

カ

ル
」

は、

三

木
清
著、

大
峯

顯
編
『

パ

ス

カ

ル

・

親
鸞
』

（
京
都
哲

学
撰
書

第
二

巻、

燈
影

舎
、

一

九

九

九
年）

の

「

解
説
」

と

し

て

執

筆
さ

れ
た

文

章
で

あ

り、

同
書
所
収
の

三

木
の

処

女
作
『

パ

ス

カ

ル

に

於
け
る

人
間
の

研
究
』

と

絶
筆
「

親
鸞
」

、

西
田
幾
多
郎
と

の

二

つ

の

対
談
の

記
録、

そ

れ
ぞ

れ

の

「

解
題
」

に

相
当
す

る

内
容
に

か

な

り

の

紙
幅
が

割
か

れ
て

い

る
。

し

か

し

同
時
に、

著
者
は、

ジ
ャ

ー

ナ
リ

ス

ト

と

し
て

時
代
の

潮
流
に

乗
っ

た
言
論
活
動
を

も

し

た

三

木
の

処
女
作
と

絶
筆
の

何
れ

も
が
人
間
に

お

け

る

永
遠
な

る
問
題
を

論
じ

て

い

る

こ

と

に

注
目
し、

三

木
の

終
生
の

問
題

が
宗
教
的
救
済
と

い

う
真
剣
な
実
存
の

問
題
で

あ
っ

た

こ

と
が

分
か

る

と

述
べ

て、

特
に

「

親
鸞
」

に

つ

い

て

は、

そ

の

内
容
に

ま
で

立
ち

入
っ

て

意
義
と

限
界
を
指
摘
し
て

い

る
。

　

第
m
部
第
三

論
文
「

悲
哀
に

お

け
る
死
と

再
生
」

は
、

第
−

部
第
三

論

文
と

共
通
の

テ

ー

マ

を
め

ぐ
っ

て

日
本
に

お

け
る

思
想
の

展
開
を

分
析
し

て

い

る
。

著
者
に

よ

れ

ば
、

『

古

事
記』

の

イ
ザ

ナ
ギ
・

イ
ザ
ナ

ミ

の

二

神
を

め

ぐ
る

黄

泉
の

国
の

神
話
は

現

世
に

し
か

リ

ア

リ

テ

ィ

を
感
じ
な

い

独
特
の

現
世
主

義
を

表
し

て

お

り、

こ

の

現

世
主
義
は

そ
の

後
も

根
絶
さ

れ
ず
に

現
代
日

本
人
の

精
神
の

基

層
を
流
れ

続
け

て

い

る

も
の

で

あ
り、

日
本
仏
教
も
こ

れ

と

の

対
決
の

中
で

形

成
さ
れ

て

き

た

も
の

で

あ
る

。

上

代
の

日
本
仏
教
は、

再
生
は
な

い

と

い

う

『

古
事
記
』

の

現
世
主
義
に

対

し
て

死
後
の

仏

国
土
を

示

し、

仏
へ

の

崇
拝
に

よ

る

そ

こ

へ

の

再
生
を

説

い

た

点
で

新
し

い

世
界
経
験
の

地

平
を

開
く
も

の

で

あ
っ

た

が、

そ
こ

に
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現

世
否
定
の

思

想
は

な

く、

仏
国
土
は

現
世
か

ら

死
を

取
り

除
い

た

だ

け

の

理
想
化
さ
れ

た

現

世
で

し
か

な
か
っ

た

た

め
、

日

本
人
の

現
世
主
義
に

変
化
を
引
き

起
こ

し

え

な

か
っ

た
。

そ

し

て
、

現

世
を

「

穢
土
」

と

し

て

否

定
し、

自
力
で

は

行
く
こ

と

の

で

き

な

い

「

浄
土
」

の

真
の

超
越
性
を

初
め

て

語
っ

た

の

は

源
信
の

『

往
生

要

集』

で

あ

る

が
、

そ

れ
は

ま

だ

「

臨
終
往
生
」

の

立

場
で

あ
り

、

往
生
は
臨

終
に

至

る

ま
で

宿
題
と

し
て

残
さ

れ
る

た

め
、

不
安
を

根

柢
か

ら

癒
す

教
え
に

な
ら

な

か

っ

た

と

い

う。

著
者
は
、

こ

れ

を

克
服
し

た

の

が
、

完
全
な

自
己

否

定

を
通

し
て

「

往
生
」

を
現
在
の

生
に

お

け

る

信
心
と
結
び
つ

け

た

親
鸞
で

あ
り、

こ

れ

こ

そ

が

キ

リ

ス

ト

教
や

フ

ィ

ヒ

テ

の

思
想
に

も

見
出
さ

れ

る

真
の

宗
教

の

立
場
で

あ
っ

て
、

妙
好
人
・

浅
原
才
】

の

例
に

見
ら

れ

る

よ

う
に、

民

衆
に

お

い

て

も

実
際
に

生

き

ら

れ

て

い

る
と

主
張
し
て

い

る
。

　

本
書
最

後
の

論
文、

第
m
部
第
四

論
文
「

仏
教
研
究

批
判
と

哲
学
の

使

命
」

は、

宗
教

喪
失
の

現

代
に

お

い

て

仏
教
研
究
や
宗
教
研
究
が
い

か

に

あ
る

べ

き
か

を

正
面
か

ら

論
じ

て

い

る
。

ま

ず
著
者
は

プ
ル

ト

マ

ン

の

非

神

話
化
論
と
こ

の

ブ

ル

ト

マ

ン

に

影
響
を

与
え

た
ハ

イ
デ
ッ

ガ

ー

の

解
釈

学
的
な
研

究
姿

勢
を

分
析
・

提
示
し

て
、

次
に

同
じ

精
神
に

基

づ

く
古
典

思
想
の

哲
学
的

解
釈
が
仏
教
の

歴

史
に

お

い

て

も

現
に

行
わ

れ

て

き

た
と

述
べ
、

そ

の

例
と

し
て

親

鸞
と

曾
我
量

深
を

取
り

上
げ
て

論
じ

て
い

る
。

さ

ら

に

著
者
は
、

卜
九
世

紀
半
ば

に

「

宗
教

哲
学
」

と

区
別
さ

れ
る

「

宗

教
学
」

が

誕
生
し
た

こ

と

に

は
、

そ
れ

な
り
の

理
由
と

意

味
が

あ
る

も
の

の
、

現
在
の

「

宗
教

学
」

に

宗
教
の

真
理
を
否
定
す
る

世

俗
主

義
に

荷
担

す
る

か

の

よ

う
な
傾

向
が

あ
る

こ

と

に

危
機
を

感
じ
る

と
述
べ
、

こ

の

よ

う

な

時
代
に

こ

そ、

「

哲
学
」 、

「

宗
教

哲
学」

が

宗

教
の

真
理

を
現

代
に

生
か

し

守
る

と

い

う

本
来
の

働
き
を

し

な

け

れ

ば
な

ら

な
い

と

論
じ

る
。

「

宗
学
（
神

学
）

」

は

宗
教
の

真
理
を
自

明
と

し

て

前
提
す
る

た

め
、

ま

た

「

宗
教
学
し

は

そ

れ
に

無
関
心
な

た

め
、

何
れ
も
宗
教
の

真
理
と

情
熱

的
に

対
面
す
る
こ

と

を
回
避
し

が

ち

で

あ
る

が

ゆ
え
に
、

哲
学
す
る

と
い

う

態
度
が

ま

さ

に

求
め

ら

れ

る

と

い

う

の

が

著
者
の

訴
え

で

あ
る。

　

以
上、

書
評
の

域
に

達
さ

な
い

単
な

る

紹

介、

し

か

も

実
に

拙
い

紹
介

に

留
ま
っ

た

こ

と

を

著
者
と

読
者
に

お

詫
び

す
る
。

し

か

し

そ

れ

で

も
な

お
、

真
に

「

永
遠
な

る

も

の
［

（
こ

れ

が

本
書

の

タ

イ

ト

ル

で

あ
る

が
）

は

こ

の

現
実
と

切
り

離
さ

れ

て

あ
る

の

で

は

な
く、

ま

さ

に

こ

の

現

実
世

界
に

お

い

て

徹
底
的
な
自
己
否
定
を
通
し

て

の

み

出
会
わ

れ、

生
き

ら

れ

る

も
の

で

あ
る

と

い

う、

フ

ィ

ヒ

テ

や

親
鸞
な

ど
の

研
究
に

裏
づ

け

ら

れ

た

著
者
の

宗
教
理
解
と
、

そ

れ
に

基
づ

く

著
者
の

メ

ッ

セ

ー

ジ、

宗

教
の

真
理
を
忘
却
し

た

現
代
を

生
き

る

宗
教

研
究

者
に

対
す
る

批

判
的
提

言
の

概
要
と

を

読
み

取
っ

て

頂
く

こ

と

は

で

き
た
の

で
は

な
か

ろ
う
か

。

評
者

も

ま

た

こ

の

メ

ッ

セ

ー

ジ

を

肝
に

銘
じ
た
い

と

思
う

。

こ

の

拙
い

紹

介
を

き
っ

か

け

に

読
者
が

本
書
の

深
く
豊
か

な
内

容
に

直
接
触
れ
て

下
さ

る

こ

と

を

希
望
し

て

筆
を

擱
く

。
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