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パ ネ ル

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

（1199）107

N 工工
一Eleotronlo 　Llbrary 　



Japanese Association for Religious Studies

NII-Electronic Library Service

Japanese 　Assoolatlon 　for 　Rellglous 　Studles

パ ネ ル

思
い

が

強
烈
に

あ

っ

た
こ

と

の

証
左
で

あ
ろ
う

。

　

と
く
に

留

意
し

た
い

の

は、

西
田
は

明
治
三

十
六

年
の

夏
、

「

無

字
」

の

公

案
を
透
過
し

た

に

も

拘
ら

ず、

「

豁
然

大
悟
」

と
い

っ

た

も

の

で

は

な
か

っ

た
ら
し
く

、

そ

の

円
の

日
記
に

は

「

余
甚
だ

悦
ば
ず
」

と

記
し

て

い

る

点
で

あ
る

。

そ

れ

は

ど

う
い

う
こ

と
な
の

か
。

　

西
田

が

傾
倒
し
て

い

た

禅
法
は

、

古
則
公

案
の

拈
提
を
通
し
て

見
性
す

る
こ

と

を

旨
と

し
、

そ
の

禅
門
は

遡
れ
ば

馬
祖
道
一

に

淵
源
を
も
ち、

臨

済
に

い

た

っ

て

見
事
な
開

花
を

見
せ

る
洪
州
系
の

禅
で

あ
っ

て
、

そ
の

特

質
は

日

常
茶
飯
の

具
体
的
現
実
に

仏
性
の

全
体
作
用
を

見
よ

う
と

す
る

点

に

あ
り

、

「

即
心
即

仏
」 、

「

平
常
心

是
道
」

と

言
っ

た

言
葉
に

代
表
さ

れ

る

「

覚
」

の

＝
兀

論
の

立
場
で

あ
っ

た
。

と
こ

ろ

が

西
田
は

そ

う
し
た

禅

に

は

ど

こ

か

飽
き

足
ら

な

い

思
い

が

あ
っ

た
の

で

は

な

い

だ

ろ

う
か

。

た

し
か

に

見
性
を
求
め

て

禅
に

打
ち
込
ん

で

は

み
た

も
の

の
、

彼
に

は

こ

う

し
た

禅
門
に

は

欠
落
し
て

い

る

「

超
越
的
な

も

の
」

へ

の

志

向
が

根
強
く

あ
っ

た

の

で

は

な
い

だ
ろ

う
か
。

い

わ
ゆ

る

「

即
」

の

論
理
に

は

収
ま

り

き
れ
な
い
、

ど

こ

か

形
而
上

学
的
な

性
向
が

西
田

に

は

あ
っ

た

と
い

う
こ

と

で

あ
る

。

　

更
に

も
う
一

つ
、

考
慮
す
べ

き

点
は
、

彼
が

禅
に

打
ち
込
ん
だ、

そ

の

動
機
で

あ
る

。

そ

れ

は

虚
無
か

ら
の

脱
却
と

か

ニ

ヒ

リ
ズ
ム

の

超
克
と

い

っ

た
こ

と

に

あ
る

の

で

は

な

く、

明
治

初
年
に

生
ま

れ

育
ち
、

明
治
後

期

に

活

躍
し

た

思
想
家
が

共
通
に

も
っ

て

い

た

朱
子

学
的
な

「

居
敬
」

の

精

神
で

あ
る

。

そ

れ

は

私
欲
を

捨
て
、

自
己
を

厳
し

く

律
し

、

も

っ

ぱ
ら
至

誠
に

生
き
よ

う
と

す
る

凛
呼
と

し
た

自
己
超

越
の

精
神
で

あ
る

。

当
然、

そ

う
い

う

内
面
の

確
立

を
め
ざ
す

姿
勢
に

は、

自
己
を
超
え
た

も
の

に

於

て

自
己

を
見
つ

め

る

眼
が

絶
え
ず

あ
っ

て、

彼
が

禅
に

求
め
た

も
の

も
、

そ

う
い

う
「

知
」

で

は

な
か

っ

た
で

あ
ろ

う
か

。

　

さ

て
、

中
国
の

禅
宗
史
を

見
て

み

る

と、

そ

こ

に

は
、

イ
ン

ド

仏
教
と

は

異
質
の
、

僧
肇
に

始
ま
る

老
荘
的
な
無
の

体
用
論
が

極
め

て

濃
厚
に

あ

り、

ま

た

そ

れ

以

後、

『

大

乗
起
信

論
』

の

体
・

相
・

用
の

論
理
が

、

初

期

禅
宗
に

取
り
込
ま
れ
て

い

く
。

と

こ

ろ

が
、

神
秀
を

代
表
と

す
る

北
宗

の

「

本
覚
」

に

基
づ

く
瞑
想
的

・

漸
修
的
禅
法
を

批
判
し
、

「

頓
悟
見
性
」

を
強

調
す
る

荷
沢
神
会
が
登
場
す
る

。

彼
は

、

慧
能
こ

そ

第
六

祖
と

し
て

顕
揚
し
た
こ

と

で

夙
に

知
ら

れ
る

が
、

神
会
の

特
色
は

「

無
念
の

体
上
に

本
知
あ
り

」

と

す
る
と

こ

ろ

に

あ
る

。

そ
れ
を

継
承
し

た

の

が

「

知
之
】

字
衆
妙
之

門
」

と

唱
え
た
圭

峯
宗
密
で

あ
っ

た
。

彼
ら

は

と

も

に

「

知
」

を
強
調
し、

し

か

も
そ

こ

に

「

自
性
の

本
用
」

を

見
よ

う
と

す

る
。

彼
ら

は

そ

の

「

知
」

を

「

鏡
」

に

な
ぞ

ら

え
、

物
を

映
し

出
す

以
前
の

鏡
そ
の

も

の

の

照
明

作
用
に

着
目
す
る

。

宗
密
は

そ

の

立

場
か

ら、

馬
祖
の

洪
州

禅
を

「

随

縁
の

応
用
」

し

か

見
な

い

不
完
全
な

も

の

だ

と

排
撃
す

る
。

　

と

こ

ろ
で
、

西
田

哲
学
に

特
有
の

自
覚
の

構
造

、

も

し

く

は

場
所
の

論

理
は
、

西
田

自
身、

「

自
ら

照
ら

す
鏡
」

と
い

う

表
現
が
あ
る

よ

う
に
、

つ

き

つ

め

て

み

れ
ば
、

神
会
や

宗
密
の

荷
沢

宗
の

禅
と

同

質
の

も
の

が

見
て

と

れ

る

の

で

あ
る

。

西
田

の

場
合、

例
え
ば

「

万
法
は
一

に

帰
す、

　

　
い

ず

く

一

は

何
処
に

か

帰
す
る
」

と

い

う

問
い

に

対
し
て、

趙
州
が

「

我
れ
青
州

　

　

　
　

　
　

　
　

　
ふ

さ

ん

に

在
り
て、

一

領
の

（

布
衫）

を

作
る。

重
き

こ

と

七

斤
。

」

と

答
え

る

（
『

碧
巖

録
』

巻
五、

第
四
十
五

則）

ご

と

き
禅
の

発
想
と

は

ま

っ

た

く

異
な

り、

む

し

ろ
、

そ
の

「

超
越
的
一
」

な
る

も
の

の

内
在
と

超
越
の

論

理
の

究
明
に

こ

そ

関
心
が
あ
っ

た
の

で

あ
る

。
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