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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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い

い

う
る

「

事
々

無
礙

法
界
」

を
情

意
の

内
に

映
し

う
る

も
の

と

し
て

根

源
的
に

考
え

直
さ
れ
て

い

る
。

こ

こ

に

西

谷
の

構
想
力

論
の

オ

リ

ジ

ナ
リ

テ

ィ

が
あ
る

。

「

事
々

無
礙
法
界
」

と
は
、

「

有
と

無
、

知
と

不
知
を
包

括

し

且
つ

理
と

事
と
の

回
互

的
に

相
即
せ
し
め

る

如
き
「

理
法
」

の

窮
極
す

る

處
」

で

あ

り
、

「

全
然
の

虚
空
」

と

も
い

う
べ

き
「

空
の

場
」

で

あ
る

。

そ

こ

で

は、
「
一

切
は

荒
唐
無
稽
で

あ
る

よ

う
な

巨
ゆ
oq
 

を

含
め
て

、

す

べ

て
一
目
四

ゆq
 

ば

か

り
で

あ
る
」

と
い

わ
れ

、

こ

の

よ

う
な

不
可
思
議
な

一
日

轟
Φ

群
は

「

「
事
々

無
礙

法
界
」

と

い

わ
れ

る

処
か
ら
の
、

根
源
的
な

構
想
力
の

発
動
」

に

よ
る

も
の

と

さ
れ
る

。

　
こ

の

「

根
源
的
な
構
想
力
」

の

具
体
的
な

構
造
が
ど

の

よ
う
な
も
の

な

の

か
に
つ

い

て

は
、

残
念
な
が
ら
「

空
と

即
」

に

は

理
解
の

手
掛
か
り
を

見
出
す
こ

と
は

で

き
な
い

。

し
か
し、

わ

れ

わ

れ

は

「

空
と

即
」

と

同
時

代
に
な
さ
れ

た

『

大
谷
大
学
講
義
』

（
以
下

『

講

義
』

）

に
お
い

て

そ
の

微

か

な
手

掛
か

り
を

見
出

す
こ

と
が
で

き
る

。

『

講
義
』

で

は

種
々

の

宗
教

哲
学
的
な
テ

ー

マ

が

扱
わ

れ
る

が
、

西
谷
独
白
の

「

生
」

の

概
念
で

あ
る

ω

Φ

气

（
自
性）

概
念
が

そ
れ

ら
の

テ

ー

マ

を

貫
く

縦
糸
に

な
っ

て

い

る
。

°・

Φ

開

が
宿
る
身
体
に
お
い

て

「

世

界
が
全
体
性
と

し

て

映
っ

て

い

る
。

換

言
す
れ

ば
、

そ
こ

に

世
界
が
自
分
自
身
を
現
わ
し
て

い

る
、

現
わ
れ
て

い

る
」

。

身
体
に

お
い

て

世
界
の

全

体
性
が
映
さ
れ

て

い

る
、

と
い

う
こ

の

論
点
は
、

「

空
と
即
」

の

同
年
の

『

講

義
』

に

お

い

て
、

「

局

所
性

Qoo

甼

詳

巳
」

の

問
題
へ

と

洗

練
さ
れ
る

。

生
を

持
つ

存
在
は、

「

お

互
い

に

支

え

合
っ

て
、

存
在
そ
の

も
の

の

中
に

他
の

も
の

の

存
在
が

映
さ

れ
て

い

る

と
か

、

奉
b

話
ω
Φ

巨

さ

れ

て

い

る
」

と
い

う
仕
方
で

の

在
り
方
を
す
る

。

相
依
相

即
し

つ

つ

全

体
に

お
け
る

「

局

所
」

を
し
め

る
、

そ
れ

が
ω

ω

罵

の

本
質
的
な

存
在
様

式
で

も
あ
る．、

さ

ら
に

、

重
要
な
こ

と

は、
の

 

罵

は
、

そ
の

よ

う
な

局
所
性
と

い

う
・゚

 

嗣

自
身
の

存
在
様
式
を

「

感
覚
性
」

に

お
い

て

自
覚
す
る

、

と

い

う
こ

と

が

指
摘
さ

れ
て

い

る
こ

と

で

あ

る
。

＝
oo

魯
亳

が

δ
o

巴
詫
団

と

し
て

A
の

内
に

現
れ

て

来
る

と
い

う
こ

と
、

そ
の

事
が

、

A
な

ら
A
と
い

う
生
物
が

感
覚
を

持
つ

と
い

う
こ

と
」

と

さ

れ
る

。

感
覚
と
い

う
も
の

は
、

外
の

物
と
の

関
係
の

ヒ

に
成
り
立
つ

。

し

か
し

同

時
に

、

そ

れ
は

、

そ
の

関
係
が

A
自

身
の

中
に

反
映
し
て
、

A
が

A
自

身
の

内
に

自
分
を
映

す
と
い

う
形
で

成

り
立
つ

。

生
き
て
い

る

も
の

の

「

存
在
の

根

本
構
造
に

感
覚
性
」

が

結
び

付
い

て

い

る
。

あ
る

物
の

…
ヨ
鋤
ゆq
 

に

は

潜
在
的
に

自
己
の
一
已
国
mq
Φ

が
重

畳
し

て

い

る
の

で

あ

り
、

自

己
の

弓
鋤
oe
Φ

が

あ
る

物
の

冨
ゆ
瞬
 

に

現

実
化
さ

れ
て

い

る

と
い

っ

て
も
よ
い

。

そ
し
て

、

自
己
と

他
の

物
と

の

関
係
そ
の

も
の
、

さ

ら
に

は

世

界
連
関
全

体
の
凶
目
p
αqo

も
、

あ
る

物
の
団
B
四
αq
 

に

重
畳

し
て

い

る
。

構
想
力
そ
の

も
の

に

は、

世
界
連
関
全
体
の

冒
9
ゆq
Φ

を

あ
る

物
の

巨
p
Φq
 

に

投
影
さ
せ

る
能
力
が
あ
る
こ

と
が

、

西
谷
の

議

論
か
ら

導
き
出
さ
れ
て

く
る

。

　
「

事
々

無
礙

法
界
」

と
は

「

開
け
と
し
て

の

世
界
自
身
の

「

世
界
性
」

」

、

＝

物
も
な
き

絶
対
的
な

開
け

、

全

然
の

虚
空
」

と
い

わ

れ
て

い

る

が、

こ

れ
は

最
も

根
源
的
な
・゚

Φ

目

と
「

世
界
」

の

§
p
Φq
 

が

相
互

に

投
影
さ

れ

た

表

現
で

あ
ろ

う
。

「

自
性
と
い

う
事
を

徹
底
す
る

と
、

そ
れ
は

世
界

と
一

つ

だ
か

ら
、

つ

ま
り
全

体
性
と
し
て

の

世
界
が
そ
こ

に
映
っ

て

い

る

と
い

う
事
だ
か

ら、

自
性
は

同

時
に

無
自
性
だ

と
い

う
こ

と

に

な
り
ま

す
」

と

『

講

義
』

で

い

わ

れ

る
。

事
々

無
礙

法
界
の

旦
餌
oq
 

は、

無
自

性
と

し

て

自
覚
さ

れ

た

自

性
（

°・

Φ

5
の

冒
帥

oq
Φ

の

対
応

者
で

あ
る

。

「

「

事
々

無
礙

法
界
」

と
い

わ
れ

る

処
か
ら

の
、

根
源

的
な

構

想
力
の

発

動
」

は
、

自
己
以
外
の

な
に

か
超
越
的
な
場

所
か
ら

の

不
思
議
な
力
の

発

328（1050）
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動
で

は

な
く、

自
性

自
身
が

空
と

し
て

の

無

自
性
で

あ
る

こ

と

を
ー

従
っ

て

世
界
そ
の

も
の

も

無
自
性
で

あ
る

こ

と
を

1
自

覚
し
た

自
性
の

構
想
力

の

発
動

、

と

考
え
る
こ

と
が
で

き
る

の

で

は
な
い

で

あ
ろ

う
か

。

明

治
期
キ
リ
ス

ト
教
と
巡

礼
ツ

ー

リ

ズ

ム

　
　

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　

　
　
岡
本
　
亮
輔

　
一

九
〇
五
〜
六
年
に

ロ

ー
マ
、

パ

レ

ス

チ
ナ

を

旅
し

た

牧
師
・

山
田
寅

之
助
の

巡
礼
紀
行
は

恐
ら
く
近
代
日

本
最
初
の

聖
地
旅
行
記
で

あ
り、

徳

冨
蘆
花
な
ど

そ
の

後
の

キ

リ
ス

ト
者
の

聖
地
旅
行
に

も

影
響
を

与
え
た

。

だ

が
管
見
の

限
り

、

こ

れ

ま
で

山
田
の

旅
行
記
が

本
格
的
に

と

り
あ
げ
ら

れ

た

こ

と
は

な

く
、

わ

ず
か
に

言
及
さ
れ
る

場
合
に

も
、

誤
解
と

偏
見
に

満
ち
た

「

奇
書
」

と

し
て

扱
わ

れ

て

き
た

。

山
田

の

聖
地

旅
行
の

記
録
は

『

埃
及
聖

地
旅

行
談
』

と

『

羅

馬
観
光
記
』

の

二

冊
に
ま
と

め

ら
れ
て

い

る
。

　

山
田

に

よ
れ
ば

、

い

ず
れ

の

書
も
キ

リ
ス

ト

教
の

体
験
的
・

実
見
的
理

解
を
目

指
し
て

聖
地
ガ

イ
ド

ブ

ッ

ク

と

し
て

書
か
れ

て

い

る
が

、

そ
こ

に

は

否
定
的
に

見
え
る

記
述
が

少
な

く
な
い

。

『

羅
馬
観
光
記
』

で

は
、

英

仏
に

比
べ

て

イ
タ
リ
ア

の

鉄
道
が

揺
れ
る

の

は

「

其
文
明
の

程
度
の

低
い

事
を
自
白
す
る
」

も
の

だ
と
断
言
し

、

駅
に

着
け
ば

「

古
臭
い

怪
し
き

建

物
」

の

広
が
る

「

拝
み

た

く
と

も

拝
み

よ

う
の

な
い

雑
風
景
」

で

あ
る

と

言
い

放
ち、

チ

ッ

プ

を
求
め
た
荷
物
係
を
乞
食
呼
ば

わ

り
す
る

。

繁

華
街

を

求
め
て

市
内
を
歩
け
ば、

裏
通
り
の

「

不
潔
に
し

て

闇
黒
な

る
」

様
子

に

辟
易
し、

市
区
改
正
で

「

帝
国
首
府
の

外
観
」

を

保
つ

東
京
市
に
比
べ

て

ロ

ー

マ

の

電
車
は

「

児
戯
」

に

等
し
く、

テ

ヴ
ェ

レ

河
を
目

測
し
て

は

「

我

隅
田

河
の

半
ば
に

も

及
ば
ぬ
」

と

嗤
う

。

　

牧

師
の

山
田
が
カ
ト
リ

ッ

ク

の

総
本
山
ロ

ー

マ

に

批
判
的
な
の

は

想
像

に

難
く
な
い

が
、

事
情
は
エ

ジ
プ
ト
や
パ

レ

ス

チ
ナ

に

つ

い

て

も

変
わ
ら

な
い

。

ラ

ク

ダ

に

乗
る

エ

ジ
プ

ト
人
を

見
か

け
れ
ば、

「

彼
等
が

世

界
の

文
明
に
お
く
れ

て

下

等
な
生

活
を

送
て

居
る
の

は

驢
馬
や
駱
駝
の

感

化
で

あ
る
」

と

言
い
、

「

エ

ジ
プ
ト

國
は

古
代
文
明
の

墓
で

あ
る
、

今
の

エ

ジ

プ
ト

人
は

其
墓
守
に
過
ぎ
な
い

、

実
に
憐
れ
む

べ

き
國
民
で

あ
る
」

と

言

う
。

パ

レ

ス

チ

ナ
へ

向
か
う

汽
車
で

初
め

て

ユ

ダ
ヤ

人
を

見
た

時
に

は

「

或
は

イ

ス

カ

リ

オ

テ

の

ユ

ダ

の

よ

う
な

容
貌
だ

と
云
へ

ば

善
い

か

も

知

れ
な

い
、

勿
論
私
は

ユ

ダ
を

見
た

と
云
う
の

で

は

な
い

が
、

書
に
あ
る

ユ

ダ

の

容
貌
其
儘
で

あ
る
、

書
に

あ
る
ヨ

ハ

ネ
の

よ

う
な
容
貌
な
ど

は

見
た

く
と

も
な
い

、

パ

レ

ス

チ

ナ
に
滞
在
中
遂
に
一

人
も

そ
ん

な
顔
を
見
た

事

が

な
か

つ

た
、

容
貌
ま
で

も

堕
落
し
た

も
の

と
思
は
れ

る
」

と

言
い
、

嘆

き
の

壁
で

祈
る

よ

う
な
こ

と

を
し

て

い

る

か
ら

容
貌
が

陰

気
に

な
る

と

結

論
す
る

。

こ

う
し
た
山
田

の

観
光
態
度
は

既
往
研
究
に

お
い

て

は

無
知
や

厚
顔
と
し
て

扱
わ

れ
て

き
た
。

　
し
か

し、

そ
も
そ
も
山
田
が

体
得
し

て

い

た
明

治
期
プ
ロ

テ

ス

タ

ン

テ

ィ

ズ
ム

と

は
、

単
な
る
教
養
や

文
化
の

下

支
え
で

は
な
く

、

も
っ

と
も

端

的
な
意
味
で

の

国

家
観
や

政

治
観
を

導
く
社
会
思
想
と
し
て

の

性
格
も

備

え
て

い

た
。

山
田
に
お
い

て

宗
教
は

人

間
社
会
の

開
化
と

共
に

進
化
す
る

も
の

で

あ
り、

プ
ロ

テ

ス

タ
ン

テ

ィ

ズ

ム

は
そ
う
し
た
宗
教
史

的
展
開
の

終
局
に

位
置
づ

け
ら
れ
る
最

先
端
の

社

会
改
良
思
想
で

あ

り
、

物
質
的

繁

栄
の

精
神
的
基
盤
に
他
な
ら
な
い

。

そ
し
て

そ
う
し
た
思
想
が

導
く
宗

教

史
観
の

下
で

は
、

パ

レ

ス

チ
ナ

や
ロ

ー

マ

に
刻
ま
れ
た

過
去
は

す
で

に

歴

史
的
に

克
服
さ
れ

た

段
階
に

す
ぎ

ず、

そ
こ

に

留
ま
る
こ

と

は

現
在
に
お

け
る
停
滞
に

他
な

ら
な
い

。
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