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づ

け
た
。

「

我
は
我
で

あ
る
」

と

定
式
化
さ

れ

る

自
覚
に

は
、

「

我
は
我
で

あ
る

」

と

い

う
自
己
復
帰
の

反
省
と
、

そ
れ
が
我
で

あ
る

と

い

う
自
己

発

展、

つ

ま
り
「

我
あ
り
」

の

直
観
が
一

つ

に

結
び

付
い

て

い

る
。

本
書
で

注
日
し
た
い

の

は
、

最
後
に

真
実
在
と
し
て

出
さ
れ
て

く
る

「

絶
対
自
由

の

意
志
」

で

あ
る

。

こ

れ
は
、

自
己
否
定
の

復
帰
を
反
省、

自
己
肯
定
の

発
展
を

直
観
と

し
て
、

両
者
の

否
定
即
肯
定
の

「

即
」

に

立

つ

も
の

で

あ

る
。

こ

の

意
志
は

「

自
覚
的

体
系
の

背
後
」

と
さ
れ
る
が
ゆ
え
に、

直

観

と

反
省
を
結
び
つ

け
る

自
覚
の

背
後
と
し
て

、

最
も
深
い

も
の

と

見
な
さ

れ

得
る

で

あ
ろ

う
。

　

し
か
し、

後
に

「

場

所
」

の

立
場
が
成
立
し
た

時
に

西
田
は、

こ

の

書

を
顧
み

て、

意
志
の

根

底
に

直
観
を
考
え
て

い

た

と

語
る

。

す
な
わ
ち、

絶
対
白
由
の

意
志
自
体
が、

既
に

直
観
を
根
底
に

持
つ

も
の

と

し
て

受

け

止
め

直
さ
れ
る
の

で

あ
る

。

回
顧
の

言
葉
を
前

提
し
て

以
前
の

著
作
を

検

討
す
る

こ

と

は、

方
法
的
に

問
題
が
あ
る
が

、

少
な
く
と

も
当
時
の

西
田

が
、

意
識
現

象
と

し
て

の

思

惟
、

意
志

、

直
観
を
め
ぐ
っ

て
、

あ
る
複

雑

な

事
態
の

う
ち
を

動
い

て

い

た

こ

と
は

十
分
に

確
認
で

き
る

。

『

自
覚
に

於
け
る

直
観
と
反
省
』

後
の

『

意
識
の

問
題
』

と

『

芸
術
と

道
徳
』

は、

そ
の

こ

と
を
示
す
も
の

と
し
て

、

従
来
あ
ま
り
注
意
さ
れ
て

い

な
い

が、

貴
重
な
書
物
で

あ
る

。

い

ず
れ

も、
「

絶
対
自
由
の

意
志
」

の

立

場
を

究

極
と

す
る

前
提
の

も
と

、

前
者
で

は、

心
理
学
の

議
論
を
踏
ま
え
つ

つ
、

特
に

「

感

情
」

の

独
自
性
を

取
り

出
す

姿
勢
が

顕

著
と

な

り、

後
者
で

は
、

「

芸
術
と

道
徳
」

と
い

う
枠
組
み
の

も
と
、

「

感

情
と

意
志
」

あ
る
い

ば
「

美
と
善
」

を
め
ぐ
っ

て
、

さ

ら
に

哲

学
知
の

「

真
」

と

の

関
係
を

含

め
、

真
善
美
あ
る
い

は

知
情
意
の

全

体
に

考
察
が
拡
が
っ

て

い

る
。

芸
術

と

道
徳
を
と
も
に

純
粋

意
志
の

対
象
界
に

属
す
る

も
の

と

受
け
止
め
る
立

場
は、

全
体
と

し
て

や

や
図
式
的
な
性

格
を
否
め
な
い

が
、

他
方
で

、

芸

術
と
道
徳
と

哲
学
を
超
え
る

も
の

、

つ

ま

り
宗
教
へ

の

眼
差
し
が
、

意
志

の

根
底
に

改
め

て

直
観
を
認
め
る

姿
勢
と
な
っ

て

垣
間

見
ら

れ
る
。

こ

の

よ

う
な

展
開
に

は、

真
実

在
に

対
す
る
一

貫
し
た

探
究
の

な

か、

哲
学
お

よ

び
関
連
諸
学
の

知
見
を

積
極

的
に

受
け
止
め

な
が
ら
、

主

題
領
域
の

拡

が

り
と

深
ま
り
に

応
じ
て

意
識
の

立

場
そ
の

も
の

を

絶
え
ず
捉
え
返

し

て

い

こ

う
と
す
る

西
田

の

姿
が
認
め
ら
れ
る

よ

う
に

思
わ
れ

る
。

西
田

幾

多
郎

「

場

所」

論
の

宗

教
的
意

義

　
　
　

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　

杉
本
　
耕
一

　

中
期
西
田

哲
学
に

属
す
る

論
文
「

場
所
」

（
大
正
一

五

年
発
表）

に

お

い

て

確
立
さ
れ
た
「

場
所
」

の

論
理
は

、

後
期
思

想
に

お

い

て

も
継
承
さ

れ
、

西
田
は
生
涯
に

わ
た
っ

て
、

自

身
の

哲
学
を

「

場
所
」

の

哲
学
と
し

て

論
じ
て

ゆ
く
。

後
期
西
田

哲

学
の

核
心
を
な
す
「

世

界
」

の

思
想
は

、

中

期
「

場
所
」

論
以

来
の

発

想
を

継
承
す
る

と
同

時
に
、

「

行
為
」

の

世

界
と
し
て

の

現
実
の

世
界
の

動

性
を

射
程
に

含
む
こ

と
に

よ
っ

て

そ
の

内

実
を
一

新
さ
せ

た
「

場
所
」

論
の

意

味
を

も
つ

も
の

と

し
て

理
解
す
る

こ

と

が

で

き
る

。

西
田

は
さ
ら
に、

最
後
の

完
成

論
文
「

場
所
的
論
理
と

宗

教

的
世
界
観
」

（
昭

和
二
一

年
発
表）

に

な
る

と
、

こ

の

「

場
所
」

の

論

理
に

よ

っ

て

「

宗
教
」

の

問

題
を
正

面
か
ら

論
ず
る

。

「

宗
教
は、

哲
学

的
に

は

唯
、

場

所
的
論
理
に

よ
つ

て

の

み

把

握
せ

ら

れ

る

の

で

あ
る
」

［
＝
＼

鳥
 
］

と
い

う
の

が、

そ
こ

で

の

西

田
の

立

場
で

あ
っ

た
。

　

西
田

の

「

場

所
」

論
、

あ
る

い

は

「

世

界
」

論
と

い

う
の

は
も

と
も

と
、

実

在
の

論
理
的
構
造
を
あ

く
ま
で

も
「

哲
学
」

的
に

と
ら

え
よ

う
と

し
て

企

図
さ
れ
た
思
想
で

あ
っ

た
。

我
々

が

そ

こ

に

お
い

て

生

き
て

い

る
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「

世

界
」

（
「

現

実
の

世
界
」

「

歴

史
的
世

界
」

）

の

構
造
を

論
理

的
に

明
ら

か
に

し
、

そ
こ

か

ら

す
べ

て

を

説
明
す
る

と
い

う
こ

と
が

、

西
田

に

と

っ

て

の

「

哲
学
」

の

課
題
で

あ
る

。

そ

れ
で

は
、

右
の

意
味
で

あ

く
ま
で

も

「

哲

学
」

で

あ
っ

た

「

場
所
」

論
が
、

ど

の

よ

う
に

「

宗
教
」

の

立
場
に

接
続

す
る

の

で

あ
ろ

う
か

。

西

田
が
「

場
所
」

の

論
理
に

よ
っ

て

「

宗

教
」

を

論
ず
る

と

言
う
と

き、

そ

れ

は

「

宗
教
」

と

は

明

確
に

区
別
さ

れ

た

「

哲
学
」

の

立

場
に
両
足
を

置
い

て
、

外
か

ら

「

宗
教
」

を

「

説
明
」

す
る

と
い

う
こ

と

で

は

な
い

。

「

哲
学
」

と
し
て

の

「

場

所
」

の

論
理
が、

そ

れ

自
身
す
で

に

「

宗
教
」

の

立

場
に

足
を
踏
み

入
れ

て

お

り、

両
者
が

不
可
分
に

重
な
っ

て
い

る

と

い

う
と

こ

ろ
に、

西
田
の

思

想
の

独
特
の

性

格
が

あ
る

と

考
え
ら

れ
る

。

も

ち
ろ

ん
西

田
は
、

自
身
の

「

哲
学
」

が

「

宗

教
」

的

体
験
を

前
提
す
る

と
い

う
批

評
に

反
対
し

、

明
確
に

、

「

私
は

宗
教
に

よ
つ

て

哲
学
を

論
ず
る

の

で

は
な
い
」

［

G 。

＼
 
c 。

 
］

と

述
べ

て

い

た
。

し
か

し
西
田

は

同
時
に、

そ

れ
に

続
く
言
葉
と

し
て
、

「

唯
、

我
々

の

歴
史
的
実

在
の

世

界
の

論
理
的
構
造
の

深
い

分
析
は

自
ら
古
来
宗
教
の

真
髄
と

云
は

れ
る

も
の

に

接
す
る

と

考
へ

る
も
の

で

あ
る
」

［
Q。

＼
 
Q。

 ］

と

述
べ
、

「

哲
学
」

と

「

宗
教
」

と
の

深
い

と

こ

ろ

で

の

接
点
を
語
る

。

　

本
発

表
で

は
、

後
期
西
田
の

「

場

所
」

論
と
し
て

の

「

世

界
」

論
を
分

析
す
る
こ

と
か
ら
始
め、

そ
れ
が
必

然
的
に

「

宗
教
」

の

立
場
と
重
な
っ

て

ゆ
く
道
筋
を
明
ら
か
に

し
た
い

。

そ
の

際
に

鍵
と
な
る

の

は
、

我
々

の

自
己
の

「

転

換
」

と

い

う
事
態
で

あ
る

。

西
田
は、

「

如
何
な
る

宗
教
に

も、

自

己
の

転
換
と
云
ふ

こ

と

が

な
け
れ
ば
な

ら

な
い
」

ロ
一

＼

曲
0］

と

述
べ

、

「

自
己
の

転
換
」

と
い

う
と
こ

ろ

に

宗
教
の

本
質
を

見
出
す

。

し

か
る

に
、

「

世
界
」

論
の

根
幹
と
し

て

の

「

世

界
の

自
覚
」

と
い

う
思

想

は
、

ま

さ
に

我
々

の

「

自
己
」

に
「

転
換
」

を
迫
る

思
想、
「

自
己
」

の

「

転
換
」

を

通
し
て

の

み

本
当
に

自
分
の

も
の

と
し

て

理
解
さ

れ
る

思

想

で

な

け
れ
ば
な

ら
な
い

。

「

世

界
の

自
覚
」

の

立

場
は
、

我
々

の

「

自

己

の

自

覚
」

が
「

世

界
の

自
覚
」

と
一

つ

に

の

み

成
立

す
る
こ

と

を
説
く
の

だ
が
、

我
々

の

自
己

、

と

り
わ

け、

自
己
が

現
実
の

世

界
の

中
で

他
と

対

立
し

つ

つ

能
動
的
に

行
為
す
る

も
の

と

し
て

の

自
己
に

と
っ

て
、

そ
れ

を

受
け
入
れ

る

と
い

う
こ

と
は
、

旧
来
の

自
己
が
一

度
翻
さ
れ

る

と
い

う
こ

と

な
し
に

は

あ
り
え

な
い

（

た
だ
し
、

逆
説
的
で

は

あ
る
が

、

「

自
己
の

転
換
」

が

起
り
う
る

の

が

（

あ
る

い

は

そ
も
そ

も
そ

う
い

う
こ

と

が
問
題

と

な
る

の

が
）

徹
底
的

に
自

己

自
身
で

あ

ろ

う
と

す
る

極
限

的
な
「

自

己
」

に
お

い

て

で

あ
る

こ

と

は
注
意
さ
れ
る

べ

き
で

あ
ろ

う）
。

　

西
田
の

「

場
所
」

論
と

「

宗
教
」

の

立
場
と
の

重
な
り
は
、

西
田
が
道

元
の

「

自
己
を
わ

す
る

・

と

い

ふ

は、

万
法
に

証
せ

ら
る
・

な
り

」

等
の

言
葉
を、

一

方
で

「

真
理
を
知
る
」

立
場
と

い

う
「

哲
学
」

的
な

文
脈
で

引
用

す
る

ロ
鬥

＼
刈
O
凵

と

同
時
に
、

他
方
で

「

悟
に

よ

つ

て

救
は

れ
る
」

と
い

う

明
ら

か

に
「

宗
教
」

的
な

文

脈
で

引
用
し
て

い

る

ロ
一

＼

自
一

］

と
こ

ろ

か
ら
も
見
て

と

る

こ

と
が
で

き
る

。

西
谷
啓
治
の

「

根
源

的
構
想
力
の

発
動
」

に

つ

い

て

　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
小

野
　
　
真

　

西
谷
啓
治
の

晩
年
の

論
文
「

空
と

即
」

（
一

九
八
一

年）

に
お

い

て

は
、

伝
統
的
な
理

解
に
沿
っ

て
、

「

共
通
感
覚
」

を

「

諸
感
覚
の

間
に

お

け
る

補
完
的
な

統
ム
ロ

の

根
基
」

を
な

す
も
の

と

し

た

う
え
で
、

「

視

覚
・

聴
覚

等
々

の

特

殊

性
を

離
れ
た
」

共
通
感
覚
自

身
に

固
有

な

機
能

と

し
て

ロ

目
鋤
oq

営
口
冖剛
o
⇒

（
構
想

力
）

」

の

側
面
が

挙

げ
ら

れ
る

。

た
だ
、

「

空
と

即
」

に

お
い

て

は
、

一
ヨ

農
Φ

は
、

禅

僧
達
の

「

空
の

場
」

の

境
地
と

も
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