
〈
記
念
講
演
「
日
本
思

想
の
再
評
価
」
２
〉

場
　

所
　

の
　

論
　

理

ご
存

知
の
と
お
り
西
田

幾
多
郎
は
こ
の
百
年
間
に
日
本
の
生
み

だ
し
た
最

大

の
哲
学
者
で

あ
り

、
な
お
か
つ
世
界
に
誇
る
思
想
家
で
あ
る
。
彼
は
私
達

の
根
本
的

哲
学
的
概
念

の
枠
組
を
見
直
し
作
り

直
し
、
新

し
い
論
理
学

を
見

出

し
た
。
西
田
は
彼

の
『
働
く
者
か
ら
見
る
者
へ
』

の
序
論
に
お
い
て
次
の

よ

う
に
語

っ
て
い

る
。

形
相

を
有

と
な
し
形

成
を
善
と
な
す
泰
西
文
化

の
絢
爛
た
る
発
展
に

は
、
尚
ぶ

べ
き
も

の
、
学
ぶ

べ
き
も
の
の
許
多
な
る
は
云

ふ
ま
で
も
な

い
が
、
幾
千
年
来
我
等
の
祖
先
を
孕
み
来
っ
た
東
洋
文
化
の
根
柢
に
は
、

形

な
き
も

の
の
形

を
見

、
声
な
き
も
の
の
声
を
聞
く

と
云

っ
た
様
な
も

の
が
潜

ん
で
居

る
の
で

は
な
か
ら
う
か
。
我

々
の

心
は
此

の
如

き
も
の

を
求
め
て
已
ま
な
い
、
私
は
か
ゝ
る
要
求
に
哲
学
的
根
拠
を
与
へ
て
見

た

い
と
思
ふ
の
で
あ

る
。

こ
れ

を
一
読
す

る
と

、
西
田
博
士

は
神

秘
主
義

の
論
理

を
築
き

あ
げ
よ
う

ロ

バ
ー
ト

４

ワ
１

’コ

と
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
が
、
あ
く
ま
で
も
彼
の
い
わ
ん
と
す

る
こ
と
は

神

秘
主
義
で

は
な
く
、
哲
学
で
あ
る
。
西

洋
哲
学

に
お
い

て
解
決
不
可
能
と

い

わ
れ
る
問
題
（
自

覚
の
問
題

な
ど
）
は
、
以
下
の
よ
う
に
考
え
る
こ
と

が

出
来

る
。
解
決
不
可

能
と
見
え
る
理
由
は
。
そ
の
問
題
の
立
て
方
に
あ
る
。

即

ち
、
前
提
条
件

が
そ
の
問
題
の
解
決
を
不
可
能

に
し
て
い

る
の
で
あ
る
。

唯
物
論
に
せ
よ
、
唯

心
論
に
せ
よ
、
他
の
伝
統
的
立
場
は
、
皆
、
知
る
も
の

と
知
ら
れ

る
も

の
の
区
別
、
つ
ま
り

主
客
の
対
立

を
前
提

と
す
る
。
そ
の
前

提
の
裏
に
は
ア
リ

ス
ト
テ
レ

ス
以

来
の
論
理
学

が
あ

る
。
そ
の
論
理
学
は
西

洋
の
伝
統
的
形
而
上
学
と
密
接
な
関
係
が
あ

っ
て
、
主
語
を
重
ん
じ
て
、
主

語
と

な
る
も
の
だ
け

を
実
体
と
す
る
。
ア
リ

ス
ト
テ
レ
ス
は
実
体
を
主
語
と

な
る

が
述
語
と
な
ら

な
い
も
の
と
い
う
定
義

を
出
し
た
。
そ
れ
は
印
度

ヨ
ー

ロ

ッ
パ
語
族
に
お
い
て
は
、
文
体

が
必
ず
主
語
を
必
要

と
す
る
こ
と
か
ら
出

る
の
で
は
な
い
か
…
…
。
そ
の
意
味

に
お
い
て
は
日
本
語
を
母
国

語
と
し
た



西

田
博
士
は
、
新
し
い
論
理
学

を
考
え
出
し
た
時
に
、
述
語
を
重
ん
じ
る
論

理
学

を
造
り
出
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
今
日
の
私
の
テ

ー
マ
は
、
西

田
博
士

の
新
し
く
つ
く
り
上
げ
た
場
所
の
論
理
（
述
語
の
論
理
）
と
い
う
も
の
で
あ

る

が
、
そ
の
論
理
を
つ
く
り

だ
す
理
由
は
、
あ

る
特
殊
で
重
大

な
問
題
で
あ

っ
た
。
そ
の
問
題
と
は
、
次
の
よ
う
な
こ
と
で
あ
る
。

人
間
の
経
験
全
体
を
解
釈
し
よ
う
と
す
る
認
識
論
的
、
あ
る
い
は
形
而
上

学
的
理
論
は
、
も
し
主
客
の
対
立
を
前
提
と
す
る
な
ら
ば
、
必
ず
行
き
づ
ま

る
。
そ
う
な
ら
ば
、
主
客
の
対

立
を
前
提
と
し

な
い
包
括
的
哲
学
理
論

が
な

り

た
つ
こ
と
は
あ
り

得
る
だ
ろ
う
か
。
西
田
博
士
は
そ
れ
に
対

し
肯
定
的
な

見
方

を
提
出

し
た
。
彼

の
場
所

の
論

理
は
そ
う
い
う
包
括
的
理
論
で

あ
る
。

仏
教
に
お
い
て
も
『
中
論
』

は
同

じ
よ
う
な
答
え
を
出
す
。
も
ち
ろ
ん
西

田

博
士

は
そ
れ
を
知
っ
て

い
た
。
そ
し
て

、
そ
の
影
響
を
う
け
て

い
る
と
思
わ

れ
る
の
で
あ
る
が
、
彼

の
場
所

の
論
理
は
単

な
る
仏
教
で
は
な
く
独

立
し
た

哲
学
理
論
で

あ
る
。

し
か
し
な
が
ち
、
そ
の
背
景

を
理
解
す
る
た

め
に
は
、
十
九
世

紀
の
井
上

円

了
・
井
上
哲
次
郎
の
こ

の
問
題
に
対
す
る
考
え
に
ふ
れ
て
お
い
た
方

が
、

西
田

博
士
の
場
所
の
論
理
が
な
お
わ
か
り
や
す
く

な
る
の
で
は
な
い
か
と
思

う
。
両

者
は
現
象
と
現
実
の
根
本
的

な
同
一
性

を
唱
え
る
現
象
即
実
在
論
と

い
う
よ
う
な
理
論
を
出

し
た
。
つ
ま
り
彼
ら
は
、
今
ま
で
の
現
象
と
実
在
の

対

立
は
偽
造
的
対
立
で
あ
る
と
考
え
た
。
例
え

ば
、
ふ
だ
ん
に
は
こ
の
机

が

堅
い
も

の
で
あ
る
よ
う
に
見
え
る
が
、
本
当
は
そ
う
で

な
く
て

、
原
子

の
配

列
が
あ

る
だ
け
な
の
で

あ
る
。
ふ
つ
う
、
堅
い
机
は
現
象
で

あ

っ
て

、
つ
ま

り
二

次
的
な
も
の
、
そ
し
て

原
子

の
配
列
は
実
在
と
さ
れ
て

い
る
。

し
か
し

、

両
者
の
考
え
で
は
、
こ
の
中

に
は
優
劣
の
関

係
が
あ
る
の
で

な
く
、
た
だ
違

っ
た
観
点
か
ら
同

じ
も
の
を
見
た
と
い
う
だ
け
の
こ
と
で

あ
る
。

主
観
と
客
観
の
対
立
も
こ
れ
と
同
じ
よ
う
に
、
見
方
の
相
違
に
す
ぎ
な
い
。

根
本
的
・
実
在
論
的
な
区
別
で
は
な
い
の
で
あ

る
。

従
来
の
哲
学
の
目

的
と
し
て
は
、
こ
う
い
う
よ
う
な
区
別

が
あ
れ
ば
、
ど

ち
ら
か
を
優
と
し
、
ど
ち
ら
か
を
劣
と
し
よ
う
と
し
た
。
そ
の
た
め
、
唯
心

論
者
は
主
観
を
現
実

と
し
、
あ
ら
ゆ
る
物
体

は
現
象
に
す

ぎ
な
い
と
論
じ
た
。

唯
物
論
者
は
、
そ
の
逆
を
論
じ
た
。

し
か
し
、
そ
の

よ
う
な
こ

と
を
し
て
も
、
私
達
人
間
と
し
て
の

経
験
を
納

得
で
き
る
よ
う
な
形
で

説
明

す
る
こ

と
は
出
来

な
い
。
唯
心
論
者

と
唯
物
論

者

が
論
じ
合
っ
て

も
、
そ
し
て
相
手

の
欠
点

を
指
摘
す
る
こ

と
が
出

来
た
と

し
て
も
、
自
分

の
立
場
を
論
証
で
き
た
こ

と
は
一
度
も
な
か
っ
た
。

井
上
達
か
ら
見
る
と
、
そ
れ
は
当
然
の
こ

と
で
あ
る
。
何
故
な
ら
ば
、
現

象
と
実
在
、
主
と
客
な
ど
の
対
立
は
、
ど
ち
ら
か
を
選
択
す

べ
き
と
い
う
よ

う
な
対
立
で
は
な
い
。
つ
ま
り
、
実
在
と
い
う
概
念

が
な
け
れ
ば
現

象
と
い

う
概
念
も
出
な
い
。
主
観
と
い
う
概
念
が
な
け
れ
ば
客
観
と
い
う
概
念
も
な

い
。い

ず
れ
の
対
立
も
概
念
的
な
対
立
と
し
て

何
か
に
よ
っ
て
統
一
さ
れ
て

い

る
。
と
い
う
の
は
、
同
じ
範
疇
の
枠
に
入

っ
て
い

な
け
れ

ば
、
ど
ち
ら
も
無

意
味
で
あ
る
。
我

々
の
生
き
て
い
る
現
実
世
界
は
主
観
的
に
見
る
こ

と
も
出

来
、
客
観
的
に
見
る
こ
と
も
出
来
る
。
経
験
に
よ

っ
て
の
み
現
実
を
知
る
。



- 之

そ
の
経
験
は
根
本
的

に
は
た
だ
単
に
主
観
的
・
客
観

的
と
い
う
の
で

も
な

い
。
現
実
、
あ

る
い
は
実
在

は
特
殊
な
も
の
、
個
物
で

は
な
い

。
客
観

と
主

観
、
両
方

の
概
念

が
妥
当

的
で

あ
る
と
い
う
こ

と
は
、
現
実
の

本
性
を
直
観

す
る
こ

と
で
あ

る
。
し

か
し
、
井

上
円

了
と
井

上
哲
次
郎
は
、
こ

の
こ

と
を

直
観
し
て

主
張

し
た
に
と
ど
ま
っ
て

い
た
。
そ
の
必
然
性

を
は
っ
き
り
表

わ

す
こ

と
は
出
来

な
か
っ
た

。
つ

ま
り

、
彼
ら
は
現
実

に
対
し
て

い
ろ
い
ろ
な

見
方
を
と
る
こ

と
が
で
き

る
、
そ
し
て

、
そ
の
見
方
の
中
で
絶
対

的
な
優

劣

の
相
違
が
な
い
と
言

っ
て

い
る
だ
け
で
あ

る
。

で
あ

る
か
ら

、
こ
の
二
人
の

哲
学
は
折
衷
主
義

に
す

ぎ
な
い

。

西
田
博
士

は
そ
の
必
然
性

を
表

わ
す

論
理
を
つ
く
り

だ
す
こ

と
に
一
生
を

費

し
た
。

『
善
の
研
究
』
に
お
い
で
は
、
こ
の
い

わ
ゆ

る
見
方
・
観
点
の
問
題
に
対

す

る
答
え

を
出
し
て
い
る
。
純
粋
経
験

と
い
う
概
念
を
も

っ
て
経
験
の
統
一

性

を
見
出
そ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
認
識
論
者
に
お
い
て
は
。
純
粋
経
験
は

も

の
そ
の
も
の
の
直
観
で
あ
る
。
経
験
の
内
容
と
経
験
と
い
う
作
用
の
区
別

が
ま
だ
な
さ
れ
て
い
な
い
直
接
理
解
、
"
知
・
情
・
意
"
の
分
化
が
な
い
状

態
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。

一
例
を
見
た
方

が
い
い
か
も
し
れ
な
い
。
西
田
博
士
の
純
粋
経
験
は
け

っ

し
て
珍
し
い
こ
と
で

は
な
く
、
ご
く
日
常
的
で
あ
る
。
例
え
ば
、
自
分
の
好

き
な
音
楽
を
聞
い
て

い
る
時
、
自
分
と
そ
の
音
楽
と
を
区
別

し
な
い
。
聞
く

私
と
聞
か
れ
て

い
る
音

楽
を
二

つ
の
も
の
と
意
識
し
な
い
の
で

あ
る
。
つ
ま

り
、
思
惟
規
定
も
主
客
の
対

立
も
そ
の
経
験
の
中

に
存
在
し
な
い
。
分
析
は

後
で
行

な
わ
れ
る
こ

と
で
あ
り
、
そ
の
経
験
の
一
部
で
は
な
い
。
こ

れ
は
純

粋
経
験
で
あ
る
。

し

か
し
『
善
の
研
究
』
は
け

っ
き
ょ
く
不
十
分
で
あ

っ
た
。
純
粋
経
験
の

認
識
論
的
根
拠

が
と
ぽ
し
く
て
、
あ
ま
り
に
も
心
理
学
的
で
あ

っ
た
。
な
お

各
種

の
経
験
界
（
物
理
学
的

な
ど
）
と
純
粋
経
験
と
の
関
係
も
十
分
明

ら
か

に
さ
れ
て
い

な
い
。
論
証
よ
り
も
。
こ
の
本
は
一
種
の

ピ
ジ
ョ
ン
を
描
く
の

で
あ

る
。

そ
れ
で
も
、
『
善
の
研
究
』
は
西
田
哲
学
の
重
要
な
考
え
を
示
す
。
1
主

客
の
対
立
の
否
定
超
越
、
2
徹
底
的
な
主
観
性
の
強
調
、
3
自
覚
が
中
心
で

あ
る
こ
と
、
4
各
種
の
経
験
界
の
階
級
配
列
（
物
理
的
世
界
か
ら
芸
術
の
世

界
）
、
そ
し
て
5
宗
教
的
側
面
の
重
大
性
。

西
田
博
士
は
こ
こ
で

止
め
た
の
で
は

な
か
っ
た
。
『
自
覚
に
お
け
る
直
観

と
反
省
』
に
お
い
て
ま
た
取

り
組
ん
だ
の
で
あ
る
。
こ

の
書
物

に
お
い
て
は
、

細

か
い
論
理

が
並

べ
ら
れ
て

い
て
読
む
者
の
気
持
ち
を
苦
し
い
も
の
に
す

る
。

各
経
験
を
描
写
し
て
そ
れ
ぞ
れ
自
覚
的
世
界

と
し
て

解
釈
し
、
各
世
界

が
統

一
す
る
直
観
に
よ

っ
て
裏
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ

の
本
の
中
で
も

相
互
的
統
一

が
な
か

な
か
得
ら
れ
て
い
な
い
。
彼

が
統
一
を
な
す
た
め
に
は
、

絶
対
自
由
意
志
の
自
覚
と
い
う

よ
う
な
も

の
を
持
ち
出

し
て
統

一
し
よ

う
と

す
る
。
し
か
し
、
こ
の
絶
対

自
由
意
志
の
自
覚
は
明

ら
か
に
神

秘
主
義
に
す

ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
そ
の
最

後
の
総
合
的
統
一
は
ど
う
し
て
も
自
己
反
射
的

性
格
を
持
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
が
、
絶
対
自
由
意
志
の
自
覚
の

み
で
は
成
り

立
た
な
い
の
で
あ

る
。
つ
ま
り

根
拠
が
は

っ
き
り
あ
ら
わ
さ
れ



て

い
な
い
の
で
あ

る
。

西
田

博
士
は
こ

れ
を
自
分
で
も

認
め
て

、
そ
の
本
の

序
論
の

中
で

、「

私

は

よ
く

闘
っ
た
が
、
神

秘
主
義

と
い
う
敵
に
降
服
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ

た

。」

と
書
い
た
。
こ

れ
は
西
田
哲
学

を

理

解
す
る
上
で

重
要

な
こ

と
で

あ

る
と
思

う
。
彼

は
あ
く
ま
で
も
神

秘
主

義
を
避
け
よ
う
と
し
て

い
た
の
で

あ

る
。
勿

論
、
西
田

博
士

は
信
仰
心

の
厚

い
方
で

あ
っ
た
が
、
し

か
し
哲
学
者

と
し
て
神

秘
主
義

を
認

め
る
こ
と

は
出
来

な
か
っ
た
。
哲
学
の

役
目
は
構

造
、

構
成

を
表

わ
す
こ

と
で
あ

っ
て
、
そ
れ

を
論
理
的

に
し

っ
か
り
し

た
形
で
表

現

じ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

神
秘
主
義
に
訴
え
る
の
は
哲
学
者
と
し
て
失
敗
す

る
こ

と
で
あ
る
。
そ
の

た

め
西
田
博
士
は
生
涯
幾
度
も
自
分
の
研
究
方
法

を
修
正

し
た
の
で
あ
る
。

そ
れ
ゆ
え

、
こ
の
時
点
に
お
い
て
西
田
氏

は
ま

た
意
識
の
問
題
に
取
り
組

ん

で
い
た
。

失
敗
の

も
と
は
知
る
こ
と
を
作
用
と
し
て
考
え

る
こ

と
に
あ
る
と
わ

か
っ

て
き
た
。

そ
の
た

め
に
、
作
用
の
重
要
性

を
否
定

し
て
場
所
と
い
う
概
念

を

考
え
出
し

た
こ
と
は
、
西

田
博
士
の
哲
学
上

、
画

期
的

な
推
移
で
あ

っ
た
。

問
題
は
自
覚
の
説
明
と
い
う
こ
と
で
あ

っ
た
。

い
か

な
る
論
理
学
で
も
、
も
し
そ
れ

が
主
語

を
重

ん
じ

る
よ
う
な
論
理
学

で

あ
れ

ば
、
つ
ま
り
対

象
を
扱
う
よ
う
な
論
理
学
で
あ
れ

ば
、
そ
の
論
理
学

は
自
覚
の
再
帰
性
、
自
己
反
射
性
を
論
じ
る
こ
と
は
出
来

な
い
。
ど
う
し
て

も

、
存
在
す
る
も
の
は
、
あ
く
ま
で
も
対

象
で
あ

っ
て
、
文
章
の
主
語
と
な

り

う
る
も
の
で

な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
そ
れ
が
た
め
に
自
覚
を
説
明
す

る
に

は
、
西
田

哲
学
に
お
い
て

述
語
を
重

ん
じ

る
論
理
学
を
見
出

さ
な
け
れ

ぱ
な

ら
な
い
。

し
か
し
、
述
語
論
理

と
い
う
も
の
を
見
出
す
た
め
に
は
、
新
し
い
概
念

が

必
要

で
あ

る
。
す

な
わ
ち

そ
の
述
語
論
理

と
い
う
も
の
は
、
い
っ
た
い
何
で

あ

る
か
。
西
田
博
士

は
場
所

と
い
う
概
念

に
よ
っ
て
こ
の
答
え

を
得
た
。
ふ

つ
う
、
知
る
と
い
う
こ

と
は
、
あ
る
主
語

が
対
象
を
知
る
、
つ
ま
り
主
観
的

な
も
の
と
客
観
的

な
も
の
に
わ
か
れ
て
い
て
、
知
ら
れ
て
い

る
も
の

が
対
象

で

、
文
章
の

主
語

、
命
題

の
主
語
に

な
り
う
る
よ
う
な
も

の
で
あ
る
。
普
段

の
と
き
に

は
、
別
に
問
題
は

お
こ
ら

な
い

が
、
自
覚
の
問
題
に
な
っ
て
く
る

と
い
ろ
い
ろ
困
難

が
生
じ
て
く
る
。

自
覚
に
お
い
て
は
知
る
自
己
と
知
ら
れ
る
対
象
、
つ
ま
り
自
己
は
同

じ
で

あ

る
。
し

か
し
、
こ
れ
で
は
矛
盾
に
陥
る
。
主
語
に
な
り
う
る
の
は
、
対
象

つ
ま
り
知
ら

れ
て
い
る
自
己
で
あ
る
。
知
る
自
己

は
ど
う
し
て
も
対
象
に
な

れ

な
い
し
、
主
語
に
も
な
れ

な
い
。
そ
れ
を
も
っ
て

、
西
田
博
士
は
場
所
と

い

う
概
念

を
用
い
て
知
る
と
い
う
こ
と
の
再

検
討

を
し
た
。

日
常
言
語
的
に
は
、
場
所
と
は
「
と
こ
ろ
」
を
意
味
す
る
。
"
も
の
”
が

"
と
こ
ろ
’
に
お
い
て
あ
る
。
そ
の
観
点
か
ら
西
田
博
士
は
知
る
と
い
う
こ

と
を
解
釈
し
よ
う
と
し
た
。
つ
ま
り

、
知
ら
れ
る
と
い
う
こ

と
は
、
あ
る
範

疇
表
（
範
疇
の
枠
）

に
お
か
れ
て
い
る
こ

と
で
あ

る
。
知
ら
れ
て
い
る
対

象

が
あ
る
世
界
の
中

に
存
在
す
る
と
い
う
こ

と
に
な
る
。
こ
の
範
疇
表

に
含
ま

れ
て
い
な
い
と
、
物

に
な
ら
な
い
と
い
う
考
え
方
は
、
ト
ー
マ
ス
・

ク
ー
ン

の
『
科
学
革
命
の
構
造
』
の
中
に
あ
る
。
パ
ラ
ダ
イ
ム
と
い
う
考
え
方
と
同
じ



で
あ
る
。
つ
ま
り

、
事
実
が
事
実
と
し
て

認
め
ら

れ
る
に
は
、
パ
ラ

ダ
イ
ム

な
い
し
範
疇

が
ル
ー
ル
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で

あ
る
。

こ
れ
で
認
識
論
と
実
在
論

が
結
ば
れ
て
し
ま
う
。
し
か
し
、
同

時
に
忘
れ

て
は
な
ら
な
い
こ

と
は
、
こ
の
範
疇
は
意
識
の
生
み

出
し
た
も
の
で
あ
る
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
さ
ら
に
そ
の
知
識
と
枠

が
意
識
に
存
在
す
る
。
ま
た
各

所
に
、
こ
う
い
う
も
の

が
お
い
て
あ
る
と
い
う
個
所
で
は
場
所
の
意
味

が
は

っ
き
り
出
て
く
る
。

範
疇
と
い
う
考
え
方
は
あ
る
観
点

を
提
示
す
る
。
そ
の
観
点
は

、
場
所

と

考
え
れ

ば
、
場
所
は
世
界

を
決
定
す

る
こ

と
に

な
る
。
つ
ま
り

、
そ
の
世
界

に
存
在
し
う
る
も

の
の
種
類

を
設
定
す

る
。
場
所
に
於
い
て
繋
辞
〔
で
あ

る
〕

と
し
て
あ
る
こ
と
と
存
在

〔
が
あ
る
〕

と
し
て
あ
る
こ
と

と
を
結

び
つ
け

る

こ

と
が
出
来
る
。
さ
ら
に
気

を
つ
け
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
場
所

は
単

な
る
そ
の
場
所
自
体
に
存
在
す

る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
も

し

そ
う

な
ら
自
己
矛
盾
に
陥
る
こ

と
に

な
る
。

そ
の
た

め
場
所
は
場
所

に
於

い
て
あ

る
も
の
に
対
し
て

は
無
で
あ

る
と
西

田

博
士

は
い
う
。
こ

れ
を
は
っ
き
り

さ
せ
る
た
め
に
一
例

を
挙

げ
て
み

た
い
。

色
の
世
界
の
こ

と
を
考
え
て
頂

き
た
い
。
色
の
世
界

に
は
色

だ
け
が
存
在

す
る
。
そ
の
中
で
は

、
赤

は
色
で
あ

る
と
い
う
こ

と
と

、
赤

が
存

在
す

る
と

い
う
こ

と
と
は
、
全
く
同

じ
で
あ

る
。

場
所

を
語
る
時

、
西
田

博
士

は

。
無
’
と
い
う
言
葉

を
よ
く
用

い
る
。
こ

と
に
、
彼

に
よ

れ
ば
、
場

所
は
場
所
に
於
い
て
あ
る
物

に
対

七
て
無
で

あ
る

と
い
う
こ
と
を
よ
く
言
う
し
、
さ
ら
に
無
と
い
う
概
念
は
、
有
る
。
"
あ
る
"

と
い
う
こ
と
に
対
し
て
の
無
、
″
な
い
″
と
い
う
こ

と
と
同
じ
で
は

な

い
。

無
と
い
う
言
葉
だ
け
で
褝
の
無
心
、
無
常
と
い
う
こ

と
を
思
い
う
か

べ
る
か

も
し
れ

な
い

が
、
西
田

哲
学
に
お
い
て
は
。
そ
の
関
係
は
あ
る
と
し
て
も
、

あ
く
ま
で
も
論
理
的
・

哲
学
的

な
根
拠
を
示

さ
な
け

れ
ば
な
ら

な
い
の
で
あ

る
。
そ

れ
が
た
め
に
も
う
一
度
色
の
世

界
を
例
え

に
使

っ
て
み
た
い
。

前

に
い
っ
た
よ
う
に
、
赤

が
存
在
す
る
と
い
う
こ

と
は
赤

が
色
で
あ
る
と

い
う
こ

と
を
意
味
す

る
。
し

か
し
、
そ
う
な
ら
ば
、
色
自
体
と
い
う
も
の
は

そ
の
世
界

に
存
在
し
て
い
な
い
。
だ

が
、
こ
の
「
色

は
存
在

し
て
い

な
い
」

と
い
う
こ

と
は
、
ど
う
い
う
意
味
で
あ
ろ
う
か
。

そ
の
色
の
世

界
を
考
え
て
み

る
上
で
、
ま
っ
た
く
新

し
い
色
を
想
像
し
て

み
よ
う
。
例
え

ば
、
″
ム
ラ
カ
”
と
い
う
色
、
赤
と
紫

の

属
性

を

皆
持

っ
て

い
る
色
と
考
え
る
こ
と
に
す
る
。
つ
ま
り
、
赤
と
紫
の
ミ
ッ
ク
ス
し
た
も
の
、

新
し
い
色
で

あ
る
。
次
に
は
、
そ
の

″
ム
ラ
カ
″
と
い
う
色
は
存
在
す
る
か

と
い
う
質
問

は
出

来
る
と
い
う
こ

と
に
注
意
し
て
も
ら
い
た
い
。
勿
論
こ
の

世
界
の
中

に
は

″
ム
ラ
カ
″
と
い
う
色

は
な
い
。

し
か
し
、
そ
の
質
問
―

″
ム
ラ
カ
と
い
う
色
は
あ
る
か
″
と
い
う
質
問

―
は
、
立
派
な
意
味
の
あ
る
問
い
で
あ
る
。
調
べ
て
み
て
そ
の
色
が
な
い

と
い
う
結
論

を
出
す

だ
け
な
の
で
あ
る
。
し

か
し
、
例
え
ば
、
そ
の
世
界
の

中
で
色
と
い
う
も

の
は
存
在
す
る
か
ど
う
か
と
い
う
問
い
を
出
そ
う
と
し
て

も
出
し
え

な
い
。

そ
の
質
問
そ
の
も

の
が
無
意
味
で
あ
る
。
色
自
体

が
色
の
世
界
の
中

に
物

と
し
て
存
在

し
な
い
。
し

か
し
、
そ
の

存
在
し

な
い

理
由
は
、
″
ム
ラ
カ
″

｜



の
よ
う
な
矛
盾
的
な
色

と
違
っ
て
、
た
だ
、
そ
の
属
性

が
相
合

わ
な
い
と
か
、

満
た
さ
れ
て
い
な
い
か
ら

、
存

在
し
て

い
な
い
、
と
い
う
こ

と
で

は
な
い
。

色
そ
の
も
の
が
存

在
す

る
、
あ

る
い
は
、
色
そ
の
も
の
が
存
在
し

な
い
Ｉ

両
方

の
命
題
が
こ

の
世
界

に
お
い
て
は
無
意
味
で
あ
る
。

本
当

は
、
そ
う
い
う
質
問
さ
え
つ
く
り
出
す
こ

と
が
出
来

な
い
。
も
し
そ

の
世
界

の
範
疇
に
忠
実
に
従
え

ば
、
そ
う

な
の
で
あ
る
。

こ
れ

を
も
っ
て
、
場

所
と
い
う
も
の
は

ど
う
い
う
意
味
で
無
の
性
格
を
持

っ
て
い
る
か
と
い
う
こ

と
を
、
分

っ
て

い
た
だ
け
る
と
思
う
。

し
か
し
、
こ

の
無
が
ふ
つ
う
の
意
味

の

″
な
い
″
と
違
っ
た
意
味

を
持

っ

て

い
る
と
い
う
こ

と
で

あ
っ
て
も

、
決

し
て
不
思
議

な
も

の
で
も
神
秘
的

な

も

の
で

も
な
い
。

場
所

は

″
於
い
て

あ
る
″
も
の
に
対
し

て
無
で

あ
り

な
が
ら
、
そ
の

″
於

い
て
あ

る
″
も
の

を
設
定
す
る
こ
と
も
あ

る
。
そ
の

″
於
い
て
あ
る
″
も
の

が
無
の
限
定

と
し
て
考
え
ら
れ
る
。
色
の
世
界

を
考
え
れ

ば
、
赤
、
青
、
緑

色

―

皆

が
色
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ

が
色
制
度
の
特
殊
化
さ
れ
た
も
の

で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ

れ
も
重
要
な
事
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ち

、
知
る
と

い
う
こ
と
を
検
討
す
る
た
め
に
判

断
と
い
う
こ
と
を
考
え

な
け
れ
ば
な
ら
な

い
か
ら
で
あ
る
。
西
田
博
士

は
場
所

を
も
っ
て
判
断

を
分

析
す

る
の
で
あ

る
。

判

断
の
主
語
と
述

語
を
統

一
す

る
よ
う
な
も
の
は
た
だ
も

う
一
つ
の
対
象
で

は

な
い
。
そ
の
も
の

が
、
判
断
の

主
語
に
な
ら
な
い

。
し

か
し
、
そ
の
主
語

も
述

語
も
設
定
し
な
け
れ

ぱ
な
ら

な
い
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。

判
断
は
何
で
あ
れ
統
一
性

が
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

そ
の
統
一
性
は
直
観
に
よ

っ
て
成
し
え
た
と
思

わ
れ
る
。
西
田
博
士
に
よ

れ

ば
、
判
断
の
統
一
性
は
、
直
観
に
よ
っ
て

得
ら

れ
る
も
の
で
、
直
観
は
主

語
論
理
に
見
ら
れ
る
も
の
で
な
く
、
述
語
論
理
に
求
め
ら
れ
る
も
の
で

あ
る
。

そ
の
た
め
述
語
の
論
理
を
彼
は
も
ち
出
す
｡

そ
の
直
観
と
い
う
も
の
は
、

も
と
も
と
主
語
と
述
語
と
い
う
独

立
し
た
二
つ
の
違
っ
た
も
の
を
結
び
合

わ

せ
る
と
い
う
も
の
で

は
な
く

、
も
と
も
と

が
主
語
と
述
語
が
直
観
の
中
で
ひ

と
つ
で

あ
っ
た
も
の

が
分
解

さ
れ
た
も
の
な
の
で
あ

る
。
つ
ま
り
赤
は
色
だ

と
い

う
こ
と
は
、
赤

は
色
の

シ
ス
テ

ム
の
中
に
含
ま
れ
て
い
る

と
い
う
こ
と

だ
け
で
あ
る
。
根
源
的
な
も
の
は
各
色
で
な
く
て

、
色
の

シ
ス
テ
ム
そ
の
も

の
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
色
の

シ
ス
テ
ム
と
い
う
観
念
が
な
け
れ

ば
、
赤
と
い
う
概
念
は

得
ら
れ
な
い
。
そ
れ
故

、
色
に
つ
い
て
の
命
題
は
皆
、
色

シ
ス
テ
ム
そ
の
も

の
の
特
殊
化

、
分

析
化

し
た
も
の
で

あ
る
と
い

う
ふ
う
に
解
釈
で
き

る
。
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
色

シ
ス
テ
ム
そ
の
も
の

が
命
題
の
中

、
分
析

の
中
に

入

ら
な
い
の
で
あ

る
。

つ

ま
り
色

シ
ス
テ

ム
の
直

観
そ
の
も
の

が
、
色
に
つ
い
て

の
命
題
の
裏

づ

け
に
な
る
が
、
そ
の
直
観

が
命

題
に
働
き
か
け
る
と
い
う
こ
と

は
な
い
。

色

シ
ス
テ

ム
モ
の
も
の

を
場
所
と
し
て
考
え

れ
ば
、
色
の
命
題
そ
０
。
も
の

が
場
所
の
自
己
限
定
と
い
う
こ
と
も
出

来
る
。
さ
ら
に
場
所

が
主
語
と
な
り

え
な
い
も
の
と
し
て

考
え
る
と
、
命
題
が
主
語

に
な
り
え
な
い
も
の
の
自
己

限
定

と
し
て
捉
え

‘る
こ

と
が
で
き
る
。

し

か
し
、
色
の
命
題

そ
の
も

の
に

は
、
色

シ
ス
テ
ム
の
直
観

が
、
本
当
の
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主
語
に

な
っ
て
い
る
。

も
ち
ろ
ん
文
法
的
な
主
語
に
は
な
り
得

な
い

が
、
各
種
の
色
に
つ
い
て
語

る
と
き
は
、
色
制
度
そ
の
も
の
に
つ
い
て
語

っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に

な
る
。

（
華
厳
の
事

々
無
礙
）

こ
の
例
は
単
純
な
も
の
で
あ
る
が
、
場
所
と
い
う
概
念

が
論
理
的
、
実
在

論

的
、
認
識
論
的
側
面

が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
明
ら

か
に
す
る
と
思
う
。

で
は
、
西
田

博
士
は
ど
う
い
う
ふ
う
に
し
て
こ
の
場
所
の
論
理
と
い
う
概

念

を
使
っ
て
哲
学
的
体
系
を
つ
く
り

う
る
か
。

そ
れ
に
は
二

つ
の
側
面

が
あ
る
。
ひ
と
つ
は
体
系
そ
の
も
の
。
も
う
ひ
と

つ
は
そ
の
方
法

論
で
あ

る
。

先

ず
体
系
そ
の
も
の
の
概
要

に
つ
い
て
説
明

し
て
お
き
た
い
。
そ
の
体
系

に

お
い

て
は
場
所

は
い
ろ

い
ろ
の

役
割

を
果
す

。
認
識
論
的
に
は
、
場
所

が

経
験
と
い

う
も
の

を
理
解
す
る
上
で
の
枠

に
な
る
。

よ
り
根
本
的

な
解
釈
の
枠
で
あ
れ

ば
、
よ
り
豊
富

な
経
験

の
側
面

を
取
り

入
れ
る
こ

と
が
出
来
る
。

実
在
論
的
に
は
場
所

と
い
う
も
の
は
個

々
の

物
が

″於

い
て
あ

る
″
、
い

か
す
力

の
場
で
あ

る
。
そ
の
個
物
は
置

か
れ
て

い
る
場
所

に
存
在
す

る
。
論

理
学
的
に

は
、
そ
の
場
所
は
個
々

の
物
の
間
の
関

係
を
表

わ
し

、
あ

る
い
は

規
定
す
る
。
場
所

と
場
所
の
関
係
も
表
わ
す

の
で
あ

る
。

三
つ
の
場
所
、
す
な
わ
ち

″
有
の
場
所
″
と

″
相
対
的
無
の
場
所
″
そ

れ

に

″
絶
対
的
無

の
場
所
″

が
あ
る
。
そ
の
有
の
場
所
は
自
然
界
に
あ
た
る
よ

う
な
も
の
で
あ
る
。
相
対

的
無
の
場
所

と
は
意
識
界
、
あ
る
い
は
自
覚
的
意

識
界
に
相
当
す
る
。
"
絶
対
無
の
世
界
″
と
は
理
想
の
世
界
、
即
ち
叡
智
的

世

界

、

価

値

と

そ

の

価

値

を

み

る
自

己

の
世

界

で

あ

る

。

各

世

界

に

は

、

そ

れ

に

妥
当

す

る

も
の

が

あ
る

。

自

然

界

に
は

身

体

的

、

物

理

学

的

な

も

の

、

意

識

界

に

は

自

己

な

る
も

の

が
存

在

す

る
。

こ

の
自

己

は

意

識

さ

れ

た

自

己

で

、

カ

ン
ト

の

い

わ

ゆ

る

経
験

的

自

己

（
ｅ
ｍ
ｐ
ｉｒ
ｉｃ
ａ
ｌ

ｅ
ｇ
ｏ
）

と
い

う

も
の

で

あ

る

。

叡

智

的

自

己

と

い

う

の
は

価
値

的

、
理

想

的

な

世

界

、

。
絶

対

無

の

場

所

″

に

お

い

て

あ

る

。

そ

の
対

象

は

理

想

概

念

の

真

・

美

・
善

で

あ

る

。

こ

の
三

つ

の
場

所

、
あ

る
い

は

三

つ

の

世

界

を

体

系

と
し

て

つ

く

り

出

す

だ

け

な

ら

、
西

田

哲
学

は

意

味

が
あ

る

と

は

思

え

な

い
。

か

ん

じ

ん

な
こ

と

は
、

こ

の

三

つ

の

場

所

が
各

々
の

場

所

で

あ

っ
て

、

そ

の

必

然
性

を
表

わ

す

こ

と

で

、
こ

の

体

系

が

生
き

て

く

る

と

考

え
ら

れ

る

。

で

は
、

い

か
に

し

て
西

田

博
士

は

そ
の

必

然
性

を
見

出

し

た

か
。

先

ず

、

西

田

哲

学

は

経

験

の

形
而

上

学

と

い

わ

れ

る

も
の

で

、
私

達

の

経
験

す

る
こ

と

が
出

発

点

と

な

る
。

彼

の
方

法

論

と

い

う

の
は

、

大

ざ

っ
ぱ

に

い

う

と
、

こ

う

い
う

も

の

で

あ

る

。

第

一
に

、

我

々
の

経

験

を

表

わ

す

た

め

に

、
ミ

ニ

マ

ム
の

範

疇
表

を
持

ち

込

む

。

つ

ま

り

、

で

き

る

だ

け
単

純

な
範

疇

を
も

っ
て

、

ど

れ

ほ

ど
経

験

を

表

わ

す

こ

と

が
出

来

る

か

を
試

み

る

。

例

え

ば

、

一
番

簡

単

な

″
包

摂

″
、

つ
ま

り

同

じ

よ

う

な

抽

象

的

一

般

者

の

系

列

へ

の

包

摂

と

い
う

関

係

か

ら

始

め

れ

ば
、

そ

れ

だ
け

に

絞

っ
て

考

え

れ

ば

、
世

界

は

も

の

と
そ

の

属

性

と

だ

け

、

一

般
者

と
そ

の

特

殊

だ

け

あ

る



と
い
え
る
。

そ
の
よ
う
な
場
で
は
、
″
赤
は
色
の
一
つ
で
あ
る
″
と

言

え
る
。
あ
る
い

は

″
Ｘ
は
赤
で
あ

る
（

ピ
ン
ク
は
赤
で
あ
る
）
″
と
言
え

る
。

し
か
し

、
″
Ｘ

は
赤
く
て
重
い
″

と
は
言
え

な
い
。
な

ぜ
な
ら
、
モ
の
場

で
は
一
般
概
念

と

特
殊
化

の
関
係
し

か
言
え

な
い
の
で
あ
る

か
ら
。
（
同

じ
系
列

で
な
い

と

結

び
つ
か

な
い

の
で
あ

る
。）

違
っ
た
種
類
の
特
殊

を
ひ

と
つ
の
も
の

の
属
性

と
す

る
こ

と
は
出
来

な
い
。

一
つ
の
も
の

が
二

つ
の
違

っ
た
種
類
の
属
性

を
持

た
な
い
。

し
か
し

、
そ
う

い
う
こ

と
を
言
え
な
け
れ

ば
、
我

々
の

経
験

を
言
い
表

わ

す

こ
と
は
で
き

な
い
の
で
あ
る
。
包
摂
の
関
係
だ
け
に
限

っ
て

考

え

れ

ば

″
Ｘ
は
赤
で
あ
り

重
い
″
と
い

う
の
は
、
矛
盾

に
な
っ
て
し
ま
う
。
し

か
し
、

包
摂
以
外

に
論
理

的
関

係
が
な
け
れ
ば
、
そ
の
命

題
自
体

を
作
る
こ

と
さ
え

出

来

な
い

。
だ

が
、
我

々
は
実
際

そ
の
よ

う
な
命

題
を
作
り

、
結
局
、
そ
の

包
摂

の
’関

係
だ
け
に
縛

ら
れ
て
い
な
い
と
い
う
こ

と
が
証
明

さ
れ
る
。
こ

れ

は
西
田
博

士
の
方
法

論
の
鍵
で
あ
る
。
つ
ま
り

、
あ
る
範
疇
の
限
定
を
そ
の

ま

ま
に
し
て
、
忠

実
に
守
る
こ

と
、
そ
う
す

れ
ば
矛
盾
が
起
こ
ら
な
い
と
こ

ろ
に
矛

盾
が
起
こ

る
と
い
う
の
は
、
私

達
が
モ

の
範
疇
に
縛
ら
れ
て
い
な
い

と

い
う
証
明

に
な
る
。

矛

盾
を
見
出

す
こ
と
に
よ
っ
て
、
ど
う
し
て
も
次
の
（
高
次
の
）
レ

ベ
ル

に
行

か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ

れ
は
西
田

博
士
の
論
理
の
進
行
の
パ
タ
ー

ン
で
あ

る
。

こ

れ
を
深
め
て
ゆ
く
と
、
自
然
界
モ

の
も
の
を
解
釈
す
る
唯
物
論
者
の
唱

え

る
範
疇

を
そ
の
ま
ま
あ
て

は
め
る
と
、
物
理
的
世

界
に
在

る
べ
き
個
物
と

い
う
本
来
の
意
味
を
見
出
す
こ

と
は
出
来
な
い
。

ど
う
し
て
か
と
い
う
と
、
物
理
的

な
個
物
で
あ
る
な
ら
ば
、
他
の
も
の
と

働
き
か
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い

う
こ

と
に

な
る
。
そ
の
働

き

か

け

る

―
因
果
関
係
に
お
い
て
行
動
す
る
―
と
い
う
こ
と
は
、
意
識
の
こ
と
を

背
景
に
考
え
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
そ
う
で

な
け
れ

ば
、
働
き
か
け
る
と
い

う
よ
う
な
概
念
は
出
て
こ
な
い
。
つ

ま
り

、
物
理
的
個
物

が
完
全
な
物
理
的

個
物
に
な
る
た
め
に
必
要
と
す
る
の
は
、
そ
の
世
界
に
当
て
は
め
ら

れ
な
い

範
疇
で
あ
る
。
我

々
が
考
え
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
物
体

の
性
格
を
矛
盾
と
認

め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
も
し
自
然
界

の
範
疇

に
限

っ
て
考
え
れ
ば
。

し
か
し
、
本
当
に
自
然
界
の
範
疇

に
限
ら

れ
て

い
る
な
ら

ば
、
矛

盾
と
い

う
も
の
は
出
て
こ

な
い
。
そ
の
た
め
、
意
識
の
世
界

、
つ
ま
り
自
己

と
い
う

も
の
を
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
、
こ
の
世
界
に
お
い
て
は
自
己
と

い
う
も
の

を
深
く
考
え
れ

ば
、
そ
の
自

己
が
意
志
を
出

し
て

、
行
動
す
る
に

は
、
現
在
存

在
し

な
い
も
の

を
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
、
理
念

あ

る
い
は
理
想
的

な
も
の

を
考
え
て
、
そ
れ
を
実
現
さ
せ
る
た

め
に
行
動
す

る
の
で
あ

る
。
自
分

を
変
え

る
と
い
う
行
動
を
と
ら
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

し

か
し
ま

た
、
西
田

博
士

は
い
ろ
い
ろ
な
例
を
用
い
、
意
識
界

に
お
い
て
は

こ

れ
ら
は
矛
盾
し
た
事
柄
で
あ
る
こ
と
を
説
い
た
。

そ

れ
で

、
理
想

の
世
界
へ
移

る
。
″
意
志
を
出
し
て

自
分
を

変
え

る
″
と

い

う
こ

と
は

″理
念

″
を
も
っ
て
そ
れ
を
実
現
さ
せ
よ
う
と
い
う
行
動

を
と

る

と
い
う
こ

と
で
あ

る
。



し
か
し
、
こ
れ
は
意
識
界
の
範
疇
に
あ
て
は
ま
ら
な
い
か
ら
、
そ
の
理
想

像

荀

あ

る

場

所

へ

行

か

ね

ば

な

ら

な

い

。

こ

の

″
叡

智

″

的

世

界

に

入

り

、

こ

こ

で

も

同

じ

よ

う

な

矛

盾

が

出

て

く

る

。

だ

ん

だ

ん

″
叡

智

的

自

己

″

を

深

く

考

え

る

と

、

矛

盾

が

入

っ

て

い

る

ゆ

え

に

。

さ

ら

に

、

そ

の

叡

智

的

範

疇

か

ら

脱

し

て

、

次

の

と

こ

ろ

に

行

こ

う

と

す

る

が

、

次

の

と

こ

ろ

は

も

う

な

い

。

絶

対

無

の

場

所

に

な

っ

て

し

ま

う

。

ふ
り
返
っ
て
み
る
と
、
有
の
場
所
に
お
い
て
あ
る
も
の
は
客
観
的
に
存
在

す

る

は

ず

で

、

主

観

を

含

ま

な

い

も

の

で

あ

る

。

し

か

し

な

が

ら

。

自

然

界

に

お

い

て

あ

る

が

た

め

に

は

、

ど

う

し

て

も

意

識

を

考

え

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

意

識

の

世

界

そ

の

も

の

が

相

対

的

無

の

場

所

に

あ

る

と

い

う

の

は

、

そ

の

″
於

い

て

あ

る

″

も

の

１

つ

ま

り

自

己

―

が

知

ら

れ

て

い

る

自

己

で

、

主

観

性

と

客

観

性

の

両

方

を

兼

ね

備

え

、

自

然

界

か

ら

み

る

と

無

で

あ

り

な

が

ら

客

観

性

を

持

っ

て

い

る

以

上

、

有

の

側

面

が

残

っ

て

い

る

。

叡

智

的

世

界

に

あ

る

物

で

さ

え

。

主

観

的

な

側

面

が

強

い

。

そ

の

た

め

、

我

々

が

ふ

つ

う

一

般

理

念

と

称

し

て

い

る

も

の

、

真

・

善

・

美

と

い

う

も

の

が

存

在

し

て

い

る

か

と

い

う

問

題

が

よ

く

出

て

く

る

。

し

か

し

、

そ

こ

に

も

客

観

性

が

存

在

す

る

の

で

あ

る

。

つ

ま

り

、

主

客

の

区

別

が

は

っ

き

り

な

さ

れ

て

い

な

い

。

し
か
し
、
そ
の
世
界
の
中
に
矛
盾
が
あ
る
と
い
う
こ
と
は
何
か
に
裏
づ
け

ら

れ

て

い

る

と

い

う

こ

と

、

そ

の

範

疇

に

限

ら

れ

て

い

な

い

と

い

う

こ

と

が

、

明

ら

か

で

あ

る

。

そ

れ
以

上

に

語

る
こ

と

は

で

き

な

い

。
そ

れ

が

た
め

に

西
田

博
士

は

、
そ

れ

を
裏

づ
け

る
も

の

と

し

て

絶

対

無

の

場

所

と
言

っ
た

の

で

あ

る

。
絶

対

無

で

あ

る
な

ら

、

絶

対

の

述

語

で

あ
り

、

つ

ま
り

述

語

で

あ
り

主

語

と

な
り

え

な
い

も

の

の

完

全

性

を
あ

ら

わ

す

。

主

語

と

な
り

え

な

い

の

で

あ

る

か

ら

、

そ

れ

に

つ
い

て

語

っ
て

、

そ

れ

に

つ

い

て
述

語

す

る
こ

と

は

で
き

な

い

。
こ

れ
は
褝
や
他
の
仏
教
に
お
い
て
無
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。
そ
れ
に

つ
い

て

語

る
こ

と

は

で

き

な

い

の
で

、

い

ろ
い

ろ

な

人

に

と

っ

て

は
神

秘
主

義

と

と

れ

る

か

も

し

れ

な

い

が

、

私
に

と

っ
て

は

そ

う

で

は

な

い

。
少

な
く

と
も
西
田
博
士
は
絶
対
無
を
た
ど
る
道
を
、
論
理
的
な
、
し
か
も
、
経
験
に

も

と

づ
い

た

体

系

に

よ

っ

て

あ

ら

わ
す

こ

と

が
で

き

た

の
で

お

る
。

即

ち

、

西
田

博

士

が

神

秘

主
義

の
論

理

学

を

つ

く
り

上

げ

た

の
で

あ

る
。

西
田

博

士

は

主

客

の
対

立

を
前

提

と

し

な
い

体

系

を

と

と
の

え

た
哲

学

を

つ

く
り
え
た
の
で
あ
る
。

（
Ｒ
ｏ
ｂ
ｅ
ｒ
ｔ
　
W
aｒ
 
ｇ
ｏ
’

哲
学

、

オ

ー
ク

ラ

ン
ド

大

学
）
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