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パ ネ ル

は

こ

こ

か

ら
生
じ
て

い

る
。

　

し

か

し

な
が

ら
、

西
田

に

お

い

て

は
絶
対
と

相
対
は

あ
く
ま

で

も

絶
対

矛

盾
的

自
己
同
「

的
関
係
あ

る

い

は

逆
対
応
的
関
係
に

あ
る
の

で

あ
っ

て、

両
者
は
一

体
不
二

な
る
も
の

と

は

考
え

ら
れ
て

い

な

い
。

少
な
く
と

も、

そ

う
し

た
要

素
は

希
薄
で

あ
る

．

相
対
の

行
為
の
一

々

が

絶
対
的
な

も
の

や

永
遠
な
も
の

に

触
れ
て

い

る

と
い

う
こ

と

は

い

わ

れ

て

い

る
が
、

相
対
が

絶
対
で

あ
り

永
遠
で

あ
る
と
ま
で

は

い

わ
れ

て

い

な
い

。

け
れ
ど

も、

西
田
の

考
え
を

徹
底
さ

せ

れ
ば、

自
己
と

絶
対
無
は

た
だ

逆
対
応
的

に

接
し
て

い

る
の

で

は

な

く、

端
的
に

自
己
が

絶
対
無
で

あ
り、

絶
対
無

が

自
己
で

あ
る

と

い

わ
な
け
れ

ば
な

ら

な

い

の

で

は

な

か

ろ
う
か

。

そ

れ

が

「

絶
対

無
の

自
覚
」

の

本
来
の

意
味
で

あ
ろ

う
。

　

し
か

る

に、

西
田
哲
学
に

お

け

る

「

絶
対
無
」

は
ど

こ

か

絶
対
に

自
己

的
で

あ

る
と

同
時
に

絶

対
に

他
者
的
で

あ

る
と

い

う

要
素

を

含
ん
で

い

る
。

そ

れ
は

「

絶
対
矛
盾
的
自
己

同
一
」

や

「

逆
対
応
」

の

論
理
を

見
れ

ば

明
白
で

あ
ろ
う

。

こ

の

点
で
、

西
田
の

絶
対
無
の

概
念
は

ま

だ

不

徹
底

で

あ
る

と

も

い

え
る

が、

し
か

し

逆
に

そ
の

こ

と

が

キ
リ
ス

ト

教
や

浄
土

真
宗
に

お

け

る

人

格
的
・

超
越
的
な

神
（

仏）

を
も

排
除
す
る

こ

と

な

く、

そ

の

思

想
の

内
に

包
摂
し

得
る

無
限
の

包
容

性
の

要
因
と

な
っ

て

い

る
と

も

い

え
る

で

あ
ろ

う
。

西
田
の

宗
教
思
想
と

キ

リ
ス

ト

教
的
終
末
論

浅

見

洋

　

本
発
題
で

は

終

末
論
理

解
に

言
及
す

る

こ

と
に

よ

っ

て
、

後
期
西
田

哲

学
に

お

け
る

宗
教

論
の

特
徴
と
そ

の

現
代
キ

リ
ス

ト

教
神
学
に

お

け
る

可

能

性
に

論
究
す
る

。

　

宗
教

論
に

は

《

絶
対
的
｝

者
の

自
己
否

定
的
肯
定
と

し
て

、

我
々

の

自

己
が

成
立
す
る

の

で

あ
る

。

故
に

我
々

の

自
己
は
、

自
己
否
定
に

於
て

自

己
を

有
つ

。

我
々

は

何
処
ま

で

も

宗
教
的
で

あ
る

。

而
し
て

又

此

故
に

我
々

の

行
動
の
一

々

が

歴
史
的
で

あ
り、

絶
対
現
在
の

自
己

限
定
と

し

て

終
末
論
的
（
Φ
ω

O
プ
ロ

け

O一
〇
ゆq一
ω

O
げ）

と

云
ふ

こ

と

が

で

き

る

の

で

あ

る
》

（
 
三

五

四）

と

あ
る

。

そ

の

よ
う
に

我
々

の

自
己

が

絶
対
現
在
の

自
己

限
定
と

し
て

成
立
し、

行
為
の

瞬
間
に

お

い

て

永
遠
に

接
し

て

い

る

と

い

う
事
態
を
西
田
は

終
末
論
的
と

呼
ぶ
。

絶
対
現
在
と

は

無
限
の

過
去
と

無

限
の

未
来
を
自
己
矛

盾
的
に

含
む

現
在
で

あ
り、

キ

ル

ケ

ゴ

ー
ル

が

永
遠

の

今
と

呼
ぶ

瞬
間
（
諺
覃
ひqo

コ
σ

＝
o
吋
）

に

他
な

ら

な

い
。

神
学

史
に

お

い

て

絶

対
現
在
の

自
己

限
定
を

終
末
論
的
と

呼
ぶ

よ

う
に

な
っ

た

の

は
バ

ル

ト
『

ロ

ー

マ

書
』

以

降
で

あ
る

。

両
者
の

終
末
論
は

絶
対
現
在
の

自
己
限

定、

な
い

し

は

絶
対

者
と

歴
史
的
世
界
の

弁
証
法

的
関
係
を
終
末
と

な
す

が

ゆ
え
に

く

現
在
的

終
末
論
V

と

規
定
で

き

る
。

ま

た、

終
未
を
絶
対
者

と

自
己
の

出
会
い

、

自
己

覚
醒
の

場
と

み

な
す
と
い

う
点
で
、

終
末
論
の

脱
黙
示
文
学
化

、

実
存
的
理
解
が

遂
行
さ

れ
た
と
も
い

え
る。

ま

た、

西

田
は

《

私
の

終
末
論
的
と
云

ふ

の

は、

キ

リ
ス

ト
教
の

そ

れ
と

異
な

っ

て
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居
る

。

対

象
的
超

越
的
の

方

向
に

考
へ

ら
れ
た
も
の

で

は
な
く
し
て
、

絶

対
現

在
の

自
己

限
定
と

し
て

内
在
的
超
越
の

方
向
に

考
へ

ら
れ

た

も
の

で

あ
る
》

（

 
三

五

五
）

と

記
し

、

《

新
し
い

キ
リ
ス

ト
教
的
世

界
は

、

内
在

的
超
越
の

キ

リ
ス

ト
に

よ
つ

て

開
か

れ
る

か

も
し

れ
な
い
》

（
 
三

六
五）

と

語
っ

た
。

　
三

木
清
は

《

西
田

哲
学
は
現

在
が

現
在
を

限
定
す
る

永
遠
の

今
の

自
己

限
定
の

立

場
か

ら

考
へ

ら

れ
て

を

り、

そ
の

た

め

に

実
践
的
な

時
間
性

の

立

場
、

従
っ

て

過

程
的
弁

証

法
の

意
味
が

弱
め

ら

れ
て

は
ゐ

は

し
な

い

か

と

思
ふ

。

…

そ

れ
は

畢
境
『

和
解
の

論
理
』

と

な

り
、

そ

こ

で

は

国

暮
≦

巴
Φ

や
o
α

霙

と

い

う

実
践
の

契
機
が
失

わ

れ
は

し

な

い

か
》

と

い

う
疑
念
を
呈
し、

そ

こ

に

欠
如
し
て

い

る
の

は

《

未
来
の

見
地
で

あ
る
》

と

評
し

た
。

ま
た、

バ

ル

ト
は
『
教
会
教
義
学
』

で

《

私
は

来
る
べ

き
王

国
の

彼
岸

性
に

つ

い

て

は
確
か

に

真
剣
で

は

あ
っ

た
が、

そ

の

王

国
と

来

臨
そ
の

も
の

に

つ

い

て

は、

あ
え
て

全
く
真
剣
で

は

な
か

っ

た
》

と

記
し

た
。

こ

う
し

た

後
期
バ

ル

ト
の

反

省
の

延
長
線
上
に
、

六

〇
年
代
以

降
再

び
未
来
的

終
末
論
が

語
ら
れ
始
め
た

。

モ

ル

ト
マ

ン

は

《

超
時
間

的
理

解

に

お

い

て

は、

神
の

真
理
が
、

終
末
の

概
念
に

関
し

て

も

啓
示

の

概
念
に

関
し

て

も
、

約
束
さ

れ
た

未
来
の

黙
示
と

し

て

で

は

な
く

永
遠
の

現
在
と

し

て

受
け

取
ら
れ
た

と

い

う
こ

と

で

あ

る
。

…
神
の

言

葉
は

永
遠
の

現
在

の

不
毛
な

自
己
証

明
で

は

な
く、

な
お

来
た

ら

ぬ

も
の

の

約
束
と

し

て

未

来
を

開
き

保
証
す
る

で

あ
ろ

う
。

そ
の

時
、

約
束
に

お

け

る

啓
示
を
通
し

て
、

前
に

向
う

歴
史
の

開
放
性
の

新
し
い

認
識
が

生
じ
る

の

で

あ
る
》

と

記
し

て

い

る
。

神
学
の

第
三

世
代
が

〈

希
望
の

神
学
〉

や

〈

歴

史
の

神

学
〉

を

企
て

た
時、

彼
ら
が

意
図
し
た
も
の

は

弁
証
法

神
学
に

混

在
し

て

い

る
ヘ

レ

ニ

ス

テ

ッ

ク

な

も
の

の

排
除
と

ヘ

ブ
ラ

イ
的
思
惟
へ

の

回
帰
で

あ
っ

た
。

弁

証
法
神
学
の

啓
示
理

解
に

は
啓
示

を
永
遠
的
現
在
の

顕
現
と

す
る

パ

ル

メ

ニ

デ
ス

的
な
把
握
が
垣

聞
見
え
る

が

ゆ

え
に
、

モ

ル

ト

マ

ン

は

弁

証
法
神
学
の

ロ

ゴ

ス、

顕
現
と
い

っ

た

ギ
リ

シ

ア
的
カ

テ

ゴ

リ

ー

を、

希
望、

約
束
と

い

っ

た
ヘ

ブ
ラ

イ
的
な

カ

テ

ゴ

リ

ー

に

取
り
代
え
よ

う
と

し

た
。

　

西
田
に

と

っ

て

終
末
論
の

未
来

的
構
造
は

対

象
論
理
的
か

つ

過
程
的
で

あ
る

。

し

か

し
、

バ

ネ
ン

ベ

ル

ク
が

「

我
々

の

出
発
点
は

神
自
身
に

よ

っ

て

も
た
ら

さ

れ
る

終
末
論
的
未
来
と

し
て

の

神
の

国
で

あ
る

。

こ

の

未
来

の

光
の

中
で

の

み

我
々

は

入
間
と

そ

の

歴
史
を

理

解
す
る

こ

と

が

で

き

る
」

と

語
る

よ

う
に、

将
来
す
る
「

神
の

国
」

は

依
然
と

し

て

ヘ

ブ
ラ

イ

的
な
思

惟
の

出
発
点
で

あ
る

。

そ
う
し
た
点
で

『

ロ

ー
マ

書
』

の

神
が

人

間
学
的
残
滓
を

残
し
て

い

た
よ

う
に
、

西
田
の

神
も

現
代
キ

リ
ス

ト

教

神

学
に

と

っ

て

は

哲
学
者
の

神
で

あ
り

、

内
在
的
超
越
の

キ

リ
ス

ト

教
は

神

学
史
の

傍
流
で

あ

り
続
け
て

い

る
。

西
田
哲
学
と

禅
仏
教

井

上

　
克

人

　
明
治
三

〇
年
代、

彼
は

憑
か

れ
た

よ
う
に

坐
禅
に

打
ち

込
ん

で

い

る
。

し
か

し
そ

の
［

方
で
、

彼
に

学
問
へ

の

思
い

が

根
強
く

あ
っ

た

こ

と

は

無

視
で

き
な
い

。

「

余
は

禅
を
学
の

為
に

な
す

は

誤
な
り

。

余
が

心
の

為
め

、

生

命
の

為
に

な

す
べ

し
。

見
性
ま

で

は

宗
教
や

哲

学
の

事
を
考
え
ず
」

と

自
ら
戒
め

て

い

る

が
、

そ

れ
は

逆
に

、

そ

れ

だ
け
一

層、

形
而
上
学
へ

の
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