
〈
研

究

論

文

８

〉

私

の

消
滅

に

よ

る
自

由

―
ジ
ェ
イ
ム
ズ
の
神
秘
主
義
研
究
と
西
田
哲
学
―

冲
　
永
　
宜
　
司
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は
じ
め
に

ジ
ェ
イ
ム
ズ
と
西
田
と
は
、
そ
れ

ぞ
れ
の
純
粋
経
験
論
に
関
し
て
し
ば

し
ば
比
較
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
こ
れ
は
お
も
に
、
両
者
の
認
識
論
的
次

元
で
の
比
較
で
あ
っ
た
。
そ
れ
に
対
し
て
、
ジ
ェ
イ
ム
ズ
の
神
秘
主
義
研

究
と
、
中
期
以
後
の
西
田

の
場
所
的
論
理
と
が
比
較
さ
れ
た
こ
と
は
な
い
。

本
論
で
は
こ
の
ふ
た
つ
の
思
想
が
、
形
而
上
学
的
な
問
題
、
特
に
自
由
の

存
在
に
関
し
て
投
げ
か
け
る
意
義
に
つ
い
て
考
察
す
る
。
従
来
、
自
由
意

志
の
問
題
に
関
し
て
は
、
決
定
論
に
対
し
て
意
志
の
自
由
が
存
在
す
る
か

否

か
、

と
い
う
問

い
が
な
さ
れ
続
け
て
き
た
。
こ
こ
で
は
そ
れ
と
は
異
な

り
、
自
由
か
決
定
か
と
い
う
選
択
的
な
問
い
自
体
か
ら
自
由
に
な
る
次
元

と
し
て
、
ふ
た
つ
の
思
想
を
考
え
て
行
き
た
い
。

自
由
と
決
定
の
問
題

も
含
め
、
形
而
上
学
的
な
問
い
に
囚
わ
れ
る
と
、

そ
の
問

い
の
成
立
根
拠
を
理
解
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
ジ
ェ
イ
ム
ズ
は

そ

の
晩
年

の
遺

稿

で
あ

る

『
哲

学

の
諸
問
題

』
で

、
万
物

の
存

在

の
理
由

な

ど
、
様

々

な
形

而

上

学
の
問

い
の
形

態

を
挙
げ

て

い
る
。

そ
れ

ら
は
物

事

に
つ

い
て

の
根
本

的

な
問

い
で
あ

り
な

が
ら
、
回

答
は

で

き
な

い
。

し

か

し
、

こ

う
し

た
解

決

し
得

な

い
は

ず

の
問
題

に
転

換

が
起

こ

る

の
が
、

『
宗
教

的

経
験

の
諸

相
』
で
扱

わ

れ
る
「
二

度
生
ま

れ

」
の
経
験
で

あ

っ
た
。

と

こ

ろ

が
、
「
二

度

生
ま

れ

」

は
心

理
学
的

な
仮
説

は
立

つ
も

の
の

、
な

ぜ
解

決
不

能

な
問
題

が
転
換

す
る

の
か
に

は
、不

可

解

な
部
分

が
残

っ
た
。

形
而

上
学

的
問

い
に
実
証

的

な
回
答

は
不

可

能
だ

か
ら
で

あ

る
。
こ

こ
で

は
、

問

い
に
答

え

る

の
で
は

な
く
、
問

い
の
根
拠
自

体

を
切
り

崩
す

こ
と

に

よ

る
問

題
解

決

が
求

め
ら

れ
て

く
る
の
で

あ

る
。

こ
の
解

決
は

、
統

一
不
可

能

な
も

の
が
統

一
す

る
、
西

田

の
矛
盾
的

自

己
同

一
の
構

造

に
類

比

さ

せ

る
こ
と

が
で

き

る
。

こ
の
自

己
同

一
と

は
、

概
念

的

な
分
別

か

ら
分
別
以

前

の
次
元

へ
と

「
転
化
」

す

る
節
目

を
通

じ

て

な

さ
れ
る

の

が
西

田

の
特

徴

で
あ

る
。
実

在
を
決

定

さ
れ
た

物
体

と
見



な
す
の
が
合
理
的
思
考
の
条
件
だ
と
す
れ
ば
、
「
転
化
」
は
こ
の
見

な
し

の
枠
組
み
以
前
へ
の
帰
趨
と
い
う
意
味
で
、
合
理
性
か
ら
逸
脱
し
て
い
る
。

場
所
や
行
為
的
直
観
に
お
い
て
主
張
さ
れ
る
「
限
定
」
の
以
前
と
は
、
こ

の
枠
組
み
以
前
に
相
当
し
、
ま
た
そ
れ
は
分
別
で
は
な
く
、
分
別
以
前
に

戻

る
こ
と
だ
か
ら
で
あ
る
。
こ
う
し
た
観
点

か
ら
、
西
田
の
「
自
己
同
一
」

と
い
う
標
語
の
指
す
事
態
が
、
形
而
上
学
の
問
題
に
照
ら
す
と
何
を
意
味

す
る
の
か
を
考
え
な
お
す
の
が
、
本
発
表
で
の
課
題
で
あ
る
。

一
　

思
考

の
前

提
と
形
而
上

学

の
問

題

自
由

が
存
在
す
る
か
し
な
い
か
と
い
う
選
択
が
問
題
に
な
る
場
合
、
ど

ち
ら
か
の
選
択
を
合
理
化
す
る
た
め
の
形
式

が
必
要
と
な
る
。
し
か
し
こ

の
形
式
は
強
固
で
あ
り
、
た
と
え
ば
決
定
論

と
い
う
立
場
が
選
択
さ
れ
た

と
き
、
そ
こ
か
ら
の
例
外
を
許
さ
な
い
。
そ
れ
は
宇
宙
が
、
決
定
論
的
に

一
で
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
し
か
し
、

ジ
ェ
イ
ム
ズ
は
、
『
哲
学
の
諸

問
題
』
に
お
い
て
、
宇
宙
は
一
で
あ
る
か
多
で
あ
る
か
と

い
う
伝
統
的
な

形
而
上
学
の
問
い
を
取
り
上
げ
、
一
と
い
う
思
考
形
式
の
ア
ポ
ス
テ
オ
リ

と
、
私
た
ち
が
そ
の
形
式
を
最
初
に
選
択
す
る
こ
と
の
無
根
拠
と
を
論
じ

る
。

「
こ
れ
ら
の
い
ろ
い
ろ
な
結
び
つ
き
は
、
私
た
ち
が
単
一
性
と

い
う

言
葉
を
私
た
ち
の
世
界
に
あ
て
は
め
る
場
合
に
、
そ
の
言
葉
に
よ
っ

て
意
味
し
て
い
る
も
の
の
内
訳
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
」

私
た
ち
が
宇
宙
で
観
察
で
き
る
の
は
、
様
々
な
現
象
の
そ
れ

ぞ
れ
の
結

び
つ
き
で
あ
り
、
そ
こ
か
ら
宇
宙
が
一
で
あ
る
と
い
う
経
験
的
な
導
出
を

行

っ

て

い

る

の

で

は

な

い

。

「

し

た

が

っ

て

物

理

的

な

観

点

か

ら

す

る

と

、

絶

対

の

単

一

性

o
n
e
n
e
s
s
も
絶
対
の
数
多
性
m
a
n
y
n
e
s
s
も
な
く
、
明
確
に
規
定
さ

れ

得

る
両

方

の

混

合

様

式

が

あ

る

だ

け

で

あ

る

。
」

現

象

同

士

を

結

合

さ

せ

る

様

々

な

因

果

の
形

式

に

つ

い

て

も

、

私

た

ち

が

実

際

に

そ

こ

で

因

果

的

な

連

関

を

見

出

す

範

囲

は

、

そ

の

連

関

を

設

定

す

る

と

実

際

の

便

宜

に

役

立

つ

と

い

う

要

求

の

範

囲

を

超

え

る

こ

と

は

な

い

。

し

た

が

っ

て

宇

宙

の

結

合

は

、

こ

れ

ら

の

便

宜

の
連

関

に

対

応

し

た

形

で

、

多

様

に

見

出

さ

れ

て

い

る
に

す

ぎ

な

い
。

つ

ま

り
因

果

連

関

に

つ

い

て

は

、

プ

ラ

グ

マ

テ

ィ

ッ

ク

な

意

味

で

各

々

の

結

合

が

役

立

て

ら

れ

て

い

る

の

み

で

あ

る
。

反

対

に

、

プ

ラ

グ

マ

テ

ィ

ッ

ク

な

必
要

性

か

ら

離

れ

れ

ば

、

そ

れ

ら

の

結

合

や
因

果

連

関

に

意

味

は

な

く

な

り

、

そ

れ

ら

の

存

在

さ

え

も

が
役

割

を

失

う

。

そ

れ

で

も

私

た

ち

は

、

絶

対

的

な

単

一

の

因

果

的

結

合

と

い

う

理

念

は

持

ち

続

け

て

い

る
の

で

あ

る

。

ジ

ェ

イ

ム

ズ

の

「
多
元
的
宇
宙
」
と
は
、
単
に
世
界
が
複
数
か
ら
な
る
と
い
う
だ
け
で
は

な

く

、

世

界

を

単

一

の

形

而

上

学

的

概

念

に

合

理

的

に

還

元

す

る

こ

と

の

根

拠

の

な

さ

を

意

味

し

て

い

る
。

さ

て

、

自

由

の
存

在

の

た

め

に

は

、

物

質

的

決

定

性

を

非

物

質

的

な

精

神

が
打

ち

破

る

こ

と

が
要

求

さ

れ

る

。
こ

の

精

神

の

焦

点

は

自

我

で

あ

る

。

す

る

と

、
も

し

そ

の

精

神

と

自

我

と

が
究

極

的

に

存

在

し

な

い

の

な

ら

ば

、

こ

の

自

我

の
自

発

性

に

根

拠

を

持

つ

意

味

で

の

自

由

は

な

い

。

注

意

す

べ

き

な

の

は

、

精

神

と

自

我

と

を

存

在

さ

せ

な

く

す

る
概

念

装

置

以

前

に

お

い

て

、

自

由

の

反

対

の

意

味

で

の
決

定

性

に

も

、

同

時

に

意

味

が

な

く

な
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る
可
能
性
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
自
由
か
決
定
か
と

い
う
問
題
に
解
答
を
出

す
に
は
、
す
で
に
物
質
一
元
論
や
精
神
と
物
質
の
二
元
論
と
い
っ
た
概
念

装
置
が
必
要
だ
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
は
精
神
や
自
我
存
在
と
い
う
概
念
的

前
提
を
取
り
払
っ
た
上
で
、
精
神
と
対
立
す
る
物
質
の
側
に
着
目
す

る
と

明
ら
か
に
な

る
。

完
全
な
機
械
論
は
、
原
子
論
的
世
界

と
い
う
概
念
形
式
を
要
求

す
る
。

つ
ま
り
世
界
は
す
べ
て
延
長
と
運
動
と
を
持
つ
物
質
の
集
積
と

い
う
前
提

が
す
で
に
あ
る
。
よ
っ
て
、
も
し
そ
こ
に
精
神
的
な
自
発
性
を
持
ち
込
も

う
と
す
れ
ば
、
物
質
の
世
界

の
中
に
物
質
で
な
い
も
の
と

い
う
奇
妙
な
何

か
が
設
定
さ
れ
て
し
ま
う
。
つ
ま
り
一
度
原
子
論
的
世
界
が
採
用
さ
れ
れ

ば
、
自
発
性
は
経
験
的
に
否
定
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
論
理
的
に
不
可
能

に
な
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
物
質
二
元
論
的
な
世
界
に
は
、
物
質

か
ら
な
ぜ
精
神
的
な
も
の
が
生
じ
て
い
る
の
か
を
説
明
す
る
方
法
が
根
本

的
に
欠
如
し
て
い
る
。
物
質
と
そ
の
運
動
と
を
い
く
ら
組
み
合
わ
せ
て
も

感
覚
や
感
情
に
は
な
ら
な

い
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
決
定
論
の
前
提
と

な
る
完
全
な
物
質
的
世
界
と
い
う
考
え
が
、
す
で
に
何
か
お
か
し
い
こ
と

に
な
る
。
そ
こ
で
考
え
ら
れ
る
の
が
、
物
質
と
精
神
と
を
と
も
に
す
で
に

実
在
の
概
念
化
と
見
な
す
方
法
で
あ
る
。
す
る
と
実
在
世
界
は
物
質
以
前

で
あ
る
た
め
、
決
定
論
の
条
件

が
存
在
せ
ず
、
決
定
論
は
す
べ
て
概
念
形

式
の
産
物
と
な
る
。
ジ
ェ
イ
ム
ズ
が
採
ろ
う
と
し
た
方
法
は
こ
れ
で
あ
る
。

「
し
か
し
、
概
念

の
機
能
の
背
後

へ
と
全
面
的
に
退
き
、
実
在
の
真

の
姿
の
た
め
に
、
感
覚
的
な
生
の
よ
り
原
始
的
な
流
れ
を
眺
め
る
と

い
う
原
理
に
た
て
ば
、
私
た
ち
に
は
一
つ
の
道
が
開
け
て
く
る
。
」

こ
の
「
概
念
」
と
は
個
々
の
自
我
を
実
体
視
し
た
り
、
反
対
に
宇
宙
を

一
様
に
物
質
と
し
て
見
る
知
性
の
結
果
で
あ
り
、
そ
れ
は
自
由
と
決
定
な

ど
の
形
而
上
学
的
問
題
の
根
源
で
も
あ
る
。
そ
し
て
「
概
念
の
機
能
の
背

後

へ
と
全
面
的
に
退
」
く
と
は
、
こ
の
形
而
上
学
的
な
問
題
に
答
え
を
出

す
こ
と
で
は
な
く
、
問
題
の
原
因
を
生
じ
さ
せ
な
い
こ
と
な
の
で
あ
る
。

概
念
が
「
合
理
的
」
次
元
に
あ
る
と
す
れ
ば
、
こ
れ
は
「
合
理
的
」
次
元

の
外
も
し
く
は
以
前
で
あ
り
、
ま
た
概
念
を
実
在
と
見
な
す
こ
と
が
却
っ

て
根
本
的
な
問
題
を
生
じ
さ
せ
る
と
い
う
考

え
が
こ
こ
に
も
見
ら
れ
る
。

こ
れ
は
決
定
論
に
対
し
て
自
由
が
主
張
さ
れ
る
こ
と
で
は
な
い
。
そ
う
し

た
二
者
択
一
の
形
式
の
成
立
以
前
に
戻
る
こ
と
で
あ
る
。

二
　

判

断
形

式
を
超
越
す

る
次
元

と
し
て
の
場
所

ジ
ェ
イ
ム
ズ
は
、
自
我
や
絶
対
者
の
よ
う
な
確
定
し
た
概
念
は
「
合
理

的
」
で
あ
る
が
、
同
時
に
形
而
上
学
的
な
問
題
の
原
因
で
も
あ
る
と
見
な

し
、
そ
の
「
背
後
」
の
次
元
に
実
在
性
を
見
出
す
こ
と
に
よ
る
問
題
の
解

消
を
試
み
た
。
純
粋
経
験
は
こ
の
次
元
に
相
当
す
る
。
一
方
、
西
田
に
お

け
る
場
所
の
論
理
は
、
自
ら
の
純
粋
経
験
を
述
語
論
理
の
体
系
か
ら
展
開

し
な
お
し
た
も
の
と
見
な
せ
る
。
し
た
が
っ
て
、
場
所
の
論
理
は
、
形
而

上
学
の
問
題
を
生
じ
さ
せ
る
論
理
の
形
式
以
前
へ
の
回
帰
と
い
う
点
で
重

要
性
を
持
っ
て

い
る
。
た
と
え
ば
、
場
所
に
照

ら
す
と
精
神
と
そ
の
自
由

は
ど
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
の
か
。

「
主
語
面
を
越
え
て
述
語
面
が
広
が
る
と
い
う
時
、
我
々
は
判
断
意

識

を
超
越
す
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
主
語
を
失

え
ば
判
断
と
い
う
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如
き
も
の
は
成
立
し
な
い
、
す

べ
て
が
純
述
語
的
と
な
る
、
主
語
的

統
一
た
る
本
体
と
い
う
如
き
も
の
は
消
失
し
て
す

べ
て
本
体
な
き
も

の
と
な
る
、
此
の
如
き
述
語
面
に
お
い
て
意
志
の
意
識

が
成
立
す
る

の
で
あ
る
。
」

こ
こ
で
「
判
断
意
識
を
超
越
す
る
」
こ
と
に
は
、
主
語
Ａ
を
述
語
Ｂ
と

見
な
す
判
断
、
お
よ
び
そ
の
意
識

が
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
。
す
べ
て
述

語
で
あ
れ
ば
、
そ
こ
に
は
述
語
Ｂ
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
主
語
Ａ
は
な

い
。

し
た
が
っ
て
、
そ
こ
で
は
判
断
す
る
「
誰
か
」
と
し
て
の
私
も
存
在
し
な

い
。
私
は
主
語
Ａ
を
述
語
に
よ
っ
て
規
定
す
る
誰
か
と
し
て
初
め
て
登
場

す
る
が
、
述
語
し
か
な
い
と
こ
ろ
に
判
断
者
は
登
場
し
得
な
い
か
ら
で
あ

る
。
こ
れ
が
「
本
体
な
き
」
、
「
意
志
」
の
み
の
状
態
で
あ
る
。

す
る
と
、
選
択
的
な
意
味
で
の
自
由
か
決
定
か
と
い
う
区
別

も
無
意
味

に
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
選
択
に
は
、
私
（
Ａ
）
が
自
由
（
Ｂ

Ｉ
）

か
、
決
定
さ
れ
て
い
る
（
Ｂ
２
）
か
、
と
い
う
選
択
的
判
断
が
必
要

に
な
る
が
、
判
断
意
識
の
「
超
越
」
で
は
Ｂ
Ｉ

か
Ｂ
２
に
区
分
さ
れ
る
Ａ

が
す
で
に
存
在
し
な
い
か
ら
で
あ
る
。
「
意
志
の
意
識
」
と
は
、
何

か
へ

と
向

か
う
が
、
選
択
的
判
断
は
成
立
し
て
い
な
い
状
態
で
あ
る
。
こ
こ
で

西
田
は
、
選
択
的
判
断
を
超
え
る
意
識
と
、
判
断
的
区
別
を
超
え
た
実
在

の
次
元
と
を
重
ね
て
考
え
て

い
る
。
そ
れ
が
西
田
の
特
徴
で
も
あ
り
、
問

題
で
も
あ
る
点
で
あ
る
。
言

い
換
え
れ
ば
、
判
断
を
超
え
た
私
な
き
意
識

と
、
自
由
と
決
定
と
い
う
区
別

の
存
在
自
体
が
消
滅
す
る
次
元
と
が
重
ね

ら
れ

る
か
ら
で
あ
る
。
し

か
も
そ
れ
が
、
実
在
の
根
源
と
し
て
の
場
所
の

性
質
に
つ
な
が
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。

「
我
々
は
判
断
を
意
識
す

る
以
上
、
判
断
以
上
の
意
識
が
な
け
れ
ば
な

ら
ぬ
」
と
は
、
判
断
成
立
時
で
さ
え
、
そ
の
形
式
の
み
で
判
断
が
行
わ
れ

る
の
で
は
な
く
、
最
終
的
に
は
判
断
か
ら
超
越
し
た
意
識
が
こ
の
形
式
の

背
後
に
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
そ
れ
は
形
式
化
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る

こ
と
の
な
い
純
粋
な
意
識
で
あ
り
、
あ
ら
ゆ
る
述
語
形
式
以
前
で
あ
る
ゆ

え
に
、
選
択
的
識
別
を
す

べ
て
超
越
し
て
い
る
こ
と
を
特
徴
と
す

る
。

と
こ
ろ
で
、
一
般
に
「
意
味
あ
り
」
と
い
う
判
断
が
な
さ
れ
る
場
合
で

も
、
そ
の
意
味
の
根
拠
は
必
ず
ど
こ
か
で
尽
き
、
最
終
的
に
根
拠

づ
け
ら

れ
る
こ
と
は
な
い
。
そ
こ
で
無
意
味
の
虚
無

が
露
に
な
る
運
命
に
あ
る
。

根
拠
や
目
的
を
遡
及
す
る
問

い
が
ニ
ヒ
リ

ズ
ム
を
生
み
出
す
の
は
そ
の
た

め
で
あ
る
。
し
か
し
意
味
と
無
意
味
と
が
区
別

さ
れ
な
い
と
こ
ろ
で
、
無

意
味
と
い
う
意
味
は
生
じ
得
な
い
。
そ
こ
に
は
究
極
の
意
味
は
何
か
と
い

う
問

い
を
生
じ
さ
せ
得
る
形
式
が
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
は
意
味

あ
る

世
界
の
否
定
で
も
な
い
。
意
味
以
前
だ
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
が
論
理
の
形

式
を
用
い
る
思
惟
が
、
そ
の
形
式
外
の
「
判
断
以
上
の
意
識
」
に
な
る
と

こ
ろ
、
つ
ま
り
「
場
所
」
に
相
当
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
れ
は
ま
ず
「
妥

当
」
の
場
所
と
見
な
す
こ
と
が
で
き
る
。

「
抽

象
的
思
惟

と
抽
象
的
意
志
と
は
一
つ
の
門

口
の
両
面
で
あ
る
。

こ
の
門
口
を
過

ぐ
れ
ば
、
自
由
な
る
意
志
の
対
象
界
に
入
る
。
こ
の

世
界
に
お
い
て
は
、
す
べ
て
有
る
も
の
は
妥
当
的
実
在
で
あ
り
、
叡

知
的
存
在
で
あ
る
。
」

こ
の
「
妥
当
」
と
は
偽
に
対
す
る
真
な
の
で
は
な
く
、
真
偽
の
区
別
を

成
立
さ
せ
る
形
式
が
な
い
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
「
抽



象
的
思
惟
」
や
「
抽
象
的
意
志
」
で
は
真
偽
が
成
立
す
る
。
そ
れ
ら
を
成

立
さ
せ
る
形
式
に
も
と
づ
い
た
働
き
だ
か
ら
で
あ
る
。
有
意
味
か
無
意
味

か
、
決
定
論
か
自
由
か
、
と
い
う
選
択
的
区
別
も
、
そ
れ
ら
の
働
き
の
産

物
で
あ
る
。
そ
れ
ら
は
形
式
に
も
と
づ
い
た
、
抽
象
的
な
働
き
で
あ
る
点

で
は
共
通
し
て
い
る
。
そ
し
て
「
門
口
」
以
前
は
「
自
由
な
る
意
志
」
だ

と
西
田

は
言
う
が
、
こ
の
「
意
志
」
は
、
自
ら
を
自
由
か
決
定
と
し
て
選

択
的
に
区
別

す
る
形
式
を
も
創
造
す
る
と
い
う
点
で
、
こ
の
形
式
以
前
の

働
き
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
「
す

べ
て
有

る
も
の
は
妥
当
的
実
在
」
で

あ
る
と
き
、
そ
の
「
妥
当
」
は
、
疑

い
を
も
は
さ
む
余
地

が
な
い
こ
と
に

特
徴
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
真
偽
の
区
別

に
お
け
る
真

が
疑
わ
れ
得
る
真
な

の
と
対
照
的
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
根
源
的
な
「
妥
当
」
は
、
そ
の
根
拠

を
問

い
得
な
い
。
し
か
も
、
私
た
ち
の
意
識
作
用
、
判
断
作
用
、
「
抽
象

的
思
惟
」
は
、
み
な
こ
う
し
た
地
点
を
必
ず
所
持
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

「
知
識
に
お
い
て
は
、
無
に
し
て
有
を
映
す
と
考
え
ら
れ
る
が
、
意

志
に
お
い
て
は
、
無
よ
り
有
を
生
ず
る
の
で
あ
る
。
意
志
の
背
後
に

あ
る
も
の
は
創
造
的
無
で
あ
る
。
生

む
無
は
映
す
無
よ
り
も
更
に
深

き
無
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
こ
の
故
に
我
々
は
意
志
に
お
い
て
、
最

も
明
に
自
己
を
意
識
し
、
意
識
の
最
高
強
度
に
達
す
る
と
考
え
る
の

で
あ
る
。
」

無
か
ら
生
じ
る
意
志
に
は
、
原
因
は
聞
え
な
い
と
す

る
の
が
西
田
の
立

場
で
あ
る
。
こ
の
意
志
は
、
因
果
の
形
式
自
体
を
創
造
す
る
も
の
だ
か
ら

で
あ
る
。
反
対
に
決
定
性
を
破
る
と
い
う
自
由
意
志
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は

因
果
の
形
式
内
に
あ
り
な
が
ら
、
原
因
を
持
た
な
い
と
い
う
背
理
に
陥
る
。

そ
の
点
、
無
か
ら
の
意
志
は
因
果
形
式
と
い
う
知
識
の
次
元
に
は
な
い
点

で
、
こ
の
背
理
以
前
に
あ
る
。
つ
ま
り
因
果
形
式
以
前
に
お
い
て
は
、
意

志
の
原
因
と
い
う
考
え
が
無
効
に
な
っ
て
お
り
、
し
た
が
っ
て
「
原
因
が

な
い
」
と
い
う
考
え
の
不
合
理
が
成
立
し
な
い
。
そ
の
考
え
の
真
偽
を
判

断
す
る
条
件
が
な
い
か
ら
で
あ
る
。

因
果
と
因
果
以
前
、
も
し
く
は
合
理
性
と
合
理
性
以
前
と
の
区
別
は
、

西
田
で
は
知
覚
や
概
念
に
対
す
る
直
観
に
お
い
て
も
見
出
さ
れ
る
。
西
田

は
「
知
覚
は
概
念
面
を
以
て
直
観
を
切

っ
た
所
に
成
立
す
る
の
で
あ
る
」

と
し
、
こ
の
「
知
覚
の
水
平
面
」

と
は
、
「
概
念
的
思
惟
と
平
行
し
て
広

が
る
の
で
あ
る
、
こ
れ
を
越
え
て
広
が
る
の
で
は
な
い
」
と
し
て

い
る
。

こ
れ
は
直
観
を
立
体
、
知
覚
や
概
念
を
平
面
と
し
た
比
喩
で
あ
る
。
そ
し

て
重
要
な
の
は
、
直
観
の
世
界
が
概
念
に
従
属
す
る
の
で
は
な
く
、
直
観

の
豊
穣
さ
の
一
断
面
に
す
ぎ
な
い
の
が
概
念
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
言

い
換
え
れ
ば
、
直
観
の
方
が
実
在
で
あ
り
、
概
念
は
実
在
の
射
影
に
す
ぎ

な

い
。
形
式
や
客
観
性
が
成
り
立

つ
の
は
知
覚
や
概
念
の
平
面
で
あ
り
、

こ
の
平
面

は
立
体
を
包
む
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
れ
は
、
概
念
が
合
理
性

の
次
元
だ
と
す
れ
ば
、
非
合
理
と
思
わ
れ
る
次
元
に
こ
そ
実
在
の
原
形
態

を
見
て

い
る
こ
と
に
な
る
。
決
定
論
も
こ
の
平
面
に
お
い
て
の
み
成
り
立

つ
法
則
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
平
面
上
に
描
か
れ
よ
う
と
す
る
決
定
性

の
対
立
概
念
と
し
て
の
自
由
と
、
立
体
全
体
の
次
元
で
の
自
由
と
は
、
も

と
か
ら
異
質
と
な
る
。
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三
　

直

観
の
場
所

と
宗

教
経
験

こ
こ
ま
で
私
た
ち
は
、
自
由
か
決
定
か
と
い
う
選
択
以
前
の
自
由

が
、

論
理
の
形
式
以
前
で
あ
る
こ
と
を
見
て
き
た
。
こ
の
自
由
の
具
体
的
な
姿

は
、
ジ
ェ
イ
ム
ズ
の
『
宗
教
的
経
験
の
諸
相
』
の
中
に
も
見
出
す
こ
と
が

で
き
る
。
そ
の
ひ
と
つ
の
典
型

が
、
宗
教
経
験
に
お
け
る
、
神
の
意
思
の

う
ち
に
あ
る
こ
と
に
よ
る
「
自
由
」
で
あ
る
。
決
定
性
の
反
対
と
し
て
の

自
由
か
ら
は
、
こ
の
「
自
由
」
は
拘
束
に
し
か
映

ら
な
い
。
つ
ま
り
こ
こ

で
は
、
世
界
全
体
に
関
す
る
、
あ
る
独
特
の
転
換

が
生
じ
て
お
り
、
し
か

も
こ
の
転
換

さ
れ
た
世
界
は
、
転
換
前
の
世
界
か
ら
は
理
解
不
能
な
の
で

あ
る
。

『
諸
相
』
で
論
じ
ら
れ
る
宗
教
経
験
の
テ
ー
マ
の
ひ
と
つ
は
、
論
理
的

に
解
決
不
能
な
宿
命
的
な
虚
無
が
消
失
す
る
と
い
う
、
そ
の
転
換
の
推
進

力
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
古
代
ギ
リ
シ
ャ
で
は
、
神
々
も
逆
ら
え
な
い
も

の
と
し
て
、
運
命

が
位
置
づ
け
ら
れ
て

い
た
こ
と
を
ジ
ェ
イ
ム
ズ
は
一
例

と
し
て
取
り
上
げ

る
。
こ
の
運
命
は
「
宇
宙
の
法
則
」
で
あ
り
、
こ
れ
に

対
し
て
、
揺

る
が
す
こ
と
の
で
き
な
い
そ
の
過
酷
さ
に
動
じ
な

い
精
神
の

獲
得

が
、
た
と
え
ば
ス
ト
ア
派
の
徳
で
あ
っ
た
。

「
道
徳

は
き
わ
め
て
重
苦
し
く
冷
徹
な
心
を
も
っ
て
宇
宙
の
法
則
に
服

従
し
て
お
り
、
そ
の
法
則
を
く
び
き
と
し
て
感
じ
る
こ
と
が
止
む
こ
と
は

な
い
。
」
死
や
虚
無
に
到
る
私
た
ち
の
運
命
は
絶
対
的
で
、

い
や
い
や
な

が
ら
も
そ
れ
を
受
け
入
れ
る
し
か
な
い
た
め
に
、
私
た
ち
は
精
神
的
鍛
錬

が
必
要

な
の
で
あ
る
。
虚
無
は
虚
無
の
ま
ま
で
あ
り
、
そ
れ
が
転
換
す
る

こ
と
は
あ
り
得
な
い
。
し
か
し
ジ
ェ
イ
ム
ズ
は
そ
れ
に
反
し
て
、
宗
教
の

本
質
を
次
の
よ
う
に
語
る
。

「
し
か
し
宗
教
に
と
っ
て
は
、
そ
れ
が
強
力
で
十
分
に
発
達
し
た
表

明
を
行
う
と
き
に
は
、
最
高
存
在
へ
の
奉
仕
が
く
び
き
と
し
て
感
じ

ら
れ
る
こ
と
は
決
し
て
な
い
。
気
の
進
ま
な
い
服
従
は
遠
く
に
置
き

去
ら
れ
、
歓
び
迎
え
る
と
い
う
雰
囲
気
が
…
生
ず
る
。
」

法

則

は
決
定

論
的

な
性
格

を
持

っ
て

い
る
。
そ
こ
で

は
人
間

の
運
命

も
、

虚
無

や
悪

に
陥

る
こ
と

か
ら

免
れ
な

い
。

し
か

し
こ

こ
に

お
け
る

「
神

へ

の
奉

仕

」

で

は
、

永
遠

に
対

す

る
虚

無

と

い
う
判

断

さ
え

絶
し

て

い
る
。

反

対

に
、

神

か
ら
離

れ
た
理
知

に
お

い
て
初

め
て

、
永

遠
と
虚

無
と

の
対

立

の
形

式

が
成

立
し

、
虚

無

を
避
け
た

い
私

も
生

じ
る

。
こ

こ
で
、

理
知

に
よ

っ
て

観
察

さ

れ
た
宇

宙

と
、
神

へ
の
服
従

に

お

い
て
現

れ
た
宇
宙

と

で

は

、
リ

ア
リ

テ

ィ

ー
が
完
全

に
逆
転

し
て

い

る
。
こ

の
逆
転

と
は

、
虚

無

で

あ

っ
た
世

界

が
絶
対

的

な
肯

定

に
転

換

す

る
こ
と

で
あ

り
、
そ

こ
に

諦

念

や
忍

耐

の
入
り

込

む
条
件

は
な

い
。

つ
ま
り

虚
無

が
存
在

す

る
ま
ま

仕

方

な

く
受

け
入

れ

る
の
で

は
な
く

、
そ

の
虚
無

を
虚

無
た

ら
し

め
て

い

た
根

拠

が
消
滅

す

る
の
で

あ

る
。
そ

し
て

こ
の
次
元

で

は
、
私

を
縛

る
法

則

が
な

い
た

め
に

、
そ

こ
で

の
自

由

と

は
、
「
自

分

自
身

の

手

が
そ

の
人

に
対

し
て

あ

る
ご

と
く

、
私

は
喜

ん
で

永
遠

の
善

に
対

し
て

あ
ろ

う
」

と

表

現

さ

れ
る
よ

う

な
自

由
で

あ
り
、

そ
れ

は
決
定

に
対
置

さ
れ
た
自

由
と

は
ま

っ
た

く
性
質

を
異

に
し
て

い
る
。

「
こ

の

よ

う
な

人

々
は
自

由

の
状

態

に
あ

る
。

な

ぜ
な

ら
、

彼

ら
に

は
苦

痛

や
地

獄

の
恐

怖

も
、
そ

し
て
報
償

や
天

国

へ
の
期

待
も
消

滅



し
て
お
り
、
そ
し
て
永
遠
な
る
善
へ
の
純
粋
な
服
従
と
、
熱

き
愛
の

完
全
な
自
由
の
う
ち
を
生
き
る
か
ら
で
あ
る
。
」

こ
の
『
ド
イ
ツ
神
学
』
か
ら
引
用
さ
れ
た
「
永
遠
な
る
善
へ
の
純
粋
な

服
従
」
も
、
選
択
的
な
自
由
か
ら
す
る
と
、
拘
束
で
し
か
な
い
。
し
か
し

こ
れ
は
、
論
理
的
な
構
築
物
と
し
て
の
「
私
」
に
よ
る
選
択
が
自
由
に
な

ら
な
い
の
で
、
拘
束
だ
と
判
断

さ
れ
る
に
す

ぎ
な
い
。
す
る
と
逆
に
、
こ

こ
で
「
私
」
構
築
の
論
理
を
解
体
す
れ
ば
、
「
私
」

が
自
由
に
選
択
で
き

な
い
状
態
な
る
も
の
が
、
成
立
し
な
い
。
こ
の
よ
う
に
、
今
ま
で
の
拘
束

が
自
由
に
な
る
と
は
、
拘
束
の
方
を
意
識
的
に
自
由
へ
と
作
り
変
え
る
の

で
は
な
く
、
拘
束
を
拘
束
た
ら
し
め
て

い
た
条
件
の
逆
説
的
転
換
を
意
味

し
て
い
る
。
「
私
」
を
構
築
す
る
形
式
に
も
と
づ
く
状
態
か
ら
、
無
私
の

獲
得
に
よ
り
、
自
由
で
な
か
っ
た
こ
と
が
自
由
へ
と
転
換
す
る
事
態

が
こ

こ
に
あ
る
。

西
田
の
場
所
も
、
知
識
で
要
求
さ
れ
る
根
拠
を
絶
し
た
位
置
に
お
い
て

捉
え
な
お
す
こ
と
が
で
き
る
。
純
粋
な
意
志
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
そ
れ

は
知
識
以
前
だ
か
ら
で
あ
る
。
さ
ら
に
「
真
の
無
の
場
所
」
で
は
、
「
そ

の
窮
極
に
お
い
て
意
志
を
も
越
え
て
、
上
に
い
っ
た
如
き
純
粋
状
態
の
直

観
に
到
る
」
と
い
う
。
こ
こ
で
は
意
志
の
働
き
さ
え
絶
し
て
い
る
。
対
象

化
さ
れ
る
知
識
は
合
理
的
だ
が
、
そ
の
根
拠

が
尽
き
て
し
ま
う
地
点
を
持

っ
て
い
た
。
他
方
、
直
観
は
非
合
理
的
だ
が
、
そ
の
根
拠
へ
の
問
い
は
最

初
か
ら
生
じ
な
い
こ
と
を
本
質

と
す
る
。
そ
し
て
西
田
は
こ
の
直
観
的
領

域
を
実
在
の
根
源
と
す
る
こ
と
を
選
ん
だ
。
こ
の
理
由
は
、
有
が
そ
の
根

拠
を
必
要
と
し
、
有
の
否
定
と
し
て
の
無
も
、
無
か
ら
有
を
生
み
出
す
と

い
う
謎

を
抱
え

る

の
に
対

し
て

、
有
無

を
超

越
す

れ
ば
そ

う
し

た
根
拠

や

謎

を
絶

す

る
か
ら
で

あ

る
。
直

観
自
体

は

、
有
無

を
超
越

し
、
根

拠

を
絶

し

た
判
断

で

あ
る
。

そ

し
て

こ
の
次
元

で

は
、
虚
無

の
根

拠

さ
え
も
覆

る

こ

と
で

、
否
定

性

が
自

ら
の
根

拠
を

奪

わ
れ
る
。

こ
れ

は
形

而
上

学
的

問

題

の
出
所

を
消

去

さ
せ

る
、

も
っ
と

も
根
底

的

な
転
換

を
導

く
。

「
『
或
者
が
あ
る
』
『
或
者
が
な
い
』
と
い
う
二
つ
の
対
立
的
判
断
に

お

い
て

、
そ

の
主
語

と

な
る

も
の

が
全
然
無
限

定

と
し
て

無
と

な
れ

ば
、

ヘ
ー
ゲ

ル

の
考
え

た
如

く
有
と

無
と

が
一
と

な
る
と
考

え

る
こ

と

が
で

き

る
、
而

し
て
我

々

は
そ

の
綜
合
と

し
て
転

化
を

見
る

。
」

「
転
化

」
と

い
う
西

田

の
用
語

を
説

明

す
る
一
節

で
あ

る
。
こ

の
と

き
「
あ

る
」
と

こ
ろ

の
何

か
と

、「
な

い
」
と

こ
ろ

の
何

か
と
は
対
立

し
て

い
な

い
。

そ
れ

ら
を
対

立

さ
せ

る
限

定
以

前
に
戻

っ
て

い
る
か
ら
で

あ

る
。
こ

こ
で

「
あ

る
も
の
」
「
な

い
も

の
」

と

い
う
対

立

す
る
主

語

が
無

限
定

に
な

る
の

は
、

そ
れ

ら

が
対

立
す

る
根
拠

を

奪
わ

れ
る
こ

と
と
ひ

と
つ
で

あ
る

。
し

た

が
っ
て

「
転
化

」
と

は
、
述
語

に
よ

る
個
物

の
類
化

を
超
え

る
こ

と
で

、

有

と
無

と

の
対

立

以
前

に

回
帰

す
る

こ
と

を
意

味
す

る
。
重

要

な

の
は

、

有

と
無

と

の
対
立

が
消
滅

す

る
中

で
、

自
由

と

決
定

、
意
味

と

無
意

味

、

根

拠

と
無

根
拠

と

い
っ
た
形
而

上
学

的

な
問

い
の
成
立
形

式

も
取
り

払

わ

れ
て

行

く
こ
と
で

あ

る
。

こ
の
取

り
払

わ
れ
た

次
元

で

は
、
形

而
上

学

の

問

い
に
答

え

が
出

る

の
で

は
な

く
、

そ
れ
ら

の
間

い
が
な

ぜ
生

じ
て

い
た

か

が
分

か
ら
な

く
な

る
。

こ
う
し

た
問

い
の
消

滅

は
虚
無

で

は
な

く
、
測

定
不
能

な
充

実
で

あ

る
。

意

志

作
用

を
超

え
た

「
真

の
直

観

」

は
、
そ

れ
自

体

は
観
察

さ
れ

ず
に

、
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あ
ら
ゆ
る
も
の
を
「
意
味
に
充
ち
た
も
の
」
に
す
る
。
こ
こ
に
は
理
由
も

究
極
の
目
的

も
な
く
、
今
こ
こ
が
そ
れ
自
体
に
お
い
て
「
意
味
に
充
ち
」

て
い
る
。
こ
こ
に
究
極
目
的
の
不
在
と
い
う
虚
無
を
成
立

さ
せ
る
形
式
は

な
い
。
虚
無
は
目
的
を
対
象
と
見
な
す
形
式

が
あ
る
こ
と
で
初
め
て
生
じ

る
か
ら
で
あ
る
。

お
わ
り

に

こ
こ
ま
で
自
由
の
存
在
論
的
な
位
置
に
つ
い
て
、
物
質
の
決
定
性
を
破

る
自
由
意
志
を
発
見
す
る
の
で
は
な
く
、
物
質
や
精
神
と
い
う
思
考
の
形

式
以
前
に
実
在
性
を
戻
す
こ
と
で
、
問
題
自
体
の
消
滅
の
道
を
考
え
て
き

た
。
そ
こ
か
ら
見
る
と
、
物
質
対
意
識
、
決
定
対
自
由
と
い
う
構
図
は
私

た
ち
の
便
宜
で
作
ら
れ
た
論
理

の
形
式
を
実
在
化
し
て
生
じ
る
も
の
で
あ

り
、
こ
の
形
式
か
ら
解
放
さ
れ
る
こ
と
が
真
の
自
由
と
な
っ
た
。
物
質
を

規
定
す
る
形
式
が
な
い
な
ら
ば
、
決
定
性
を
破
る
と
い
う
性
質
の
自
由
意

志
は
自
ず
か
ら
無
意
化
す
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
形
式
の
消
去
は
、
物
質

に
対
置
さ
れ
る
意
識
、
さ
ら
に
私
と
い
う
概
念
の
消
去
と
ひ
と
つ
で
あ
っ

た
。
こ
の
消
去
は
あ
る
意
味
合
理
性
を
超
え
て
い
る
が
、
逆
に
見
れ
ば
、

合
理
性
と
は
こ
の
概
念
形
式
を
前
提
に
し
て
成
り
立
つ
に
す
ぎ
な
い
。
そ

し
て
根
拠
や
目
的
、
有
や
無
と
い
っ
た
形
而
上
学
的
な
諸
問
題
も
、
こ
の

形
式
を
前
提
に
し
て
初
め
て
生

じ
る
の
だ
っ
た
。

こ
の
概
念
的
限
定
の
離
脱
に
つ
い
て
、
ジ
ェ
イ
ム
ズ
は
そ
の
領
域
を
多

元
的
に
開
き
、
そ
れ
が
合
理
性
を
超
越
し
て
い
る
こ
と
を
認
め
る
も
の
の
、

そ
の
超
え
た
次
元
を
明
確
に
す
る
こ
と
は
し
な
か
っ
た
。
そ
れ
に
対
し
て

西
田
は
、
前
期

か
ら
す
で
に
、
矛
盾
す
る
も
の
を
統
一
す
る
体
系
を
作
っ

て
い
る
傾
向
が
あ
る
。
し
か
し
そ
う
し
た
体
系
化
の
努
力
の
一
方
で
、
形

而
上
学
で
扱
わ
れ
る
個
別
的
な
問
題
に
つ
い
て
の
、
具
体
的
言
及
は
少
な

い
。
こ
れ
は
ジ
ェ
イ
ム
ズ
が
形
而
上
学
の
具
体
的
な
問
題
を
、
最
初
か
ら

考
察
対
象

と
し
て
い
た
の
と
は
異
な
っ
て
い
る
。

ジ
ェ
イ
ム
ズ
は
有
無
の
超
越
の
論
理
を
展
開
し
な
い
が
、
形
而
上
学
的

問
題
の
具
体
性
、
実
存
的
な
問
題
解
決
の
推
進
力
に
お
い
て
顕
著
で
あ
っ

た
。
し
か
し
宗
教
経
験
に
お
け
る
私
の
消
滅
に
よ
っ
て
悪
か
ら
解
放
さ
れ

る
こ
と
と
。
絶
対
無
の
場
所
に
お
い
て
「
誰
か
」
の
意
志
、
さ
ら
に
は
意

志
一
般
を
も
超
越
す
る
こ
と
と
は
、
理
念
上
根
源
的
な
自
由
の
次
元
で
重

な
っ
た
。
自
由
と
決
定
な
ど
の
形
而
上
学
的
な
問
題
は
、
精
神
と
物
質
な

ど
の
論
理
の
形
式
に
実
在
を
押
し
込
め
る
こ
と
で
生
じ
、
こ
の
事
実

へ
の

気

づ
き
を
通
じ
て
消
滅
し
得
る
こ
と
を
、
本
発
表
で
は
概
観
し
て
き
た
。

そ
し
て
形
而
上
学
の
具
体
的
問
題
と
絶
対
無
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
さ

ら
に
検
討

が
必
要
で
あ
る
。

（
１
）
Ｊ
ａ
m
ｅ
ｓ

，

Ｗ
.

　
Ｓ
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Ｐ
ｒ
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ｓ
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ｈ
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ｌｏ

ｓ
ｏ
ｐ

ｈ
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ｈ
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Ｗ

ｏ
ｒ

ｋ
ｓ

　
ｏ
ｆ

　
Ｗ

ｉ
ｌ
ｌ
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ａ

ｍ

Ｊ
ａ

ｍ

ｅ
ｓ
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Ｈ

ａ
ｒ
ｖ

ａ
ｒ

ｄ

　
Ｕ
.
　
Ｐ
.

，
　
１
９
７

９
「

　ｐ
.
６

７
.

（

２

）
　

ｉ
ｂ

ｉ
ｄ

．，
　ｐ

． ６

７

．

（

３

）
　

宇

宙

の

単

一

性

と

同

じ

よ

う

に

、

私

た

ち

が

最

初

か

ら

前

提

と

し

て

考

え

る

こ

と

で

独

我

論

な

ど

の

形

而

上

学

的

な

問

題

を

生

じ

さ

せ

る

要

因

に

自

我

が

あ

る

。

だ

が

自

我

と

は

、

様

々

な

観

念

を

結

合

さ

せ

る

働

き

に

つ

け

ら

れ

た

主

知

主

義

的

な

概

念

だ

と

見

な

す

の

が

、

ジ

ェ

イ

ム

ズ

の

基

本

的

な

立

場

で

あ

る

。

ま

た

「

こ

の

瞬

間

に

お

け

る

意

識

的

な

自

我

、

中

心

的

な

自

我

と

は

、

お

そ

ら



く

身

体

に

よ

る

、

差

し

迫

っ

た

も

し

く

は

現

時

点

の

行

為

と

機

能

的

に

結

び

つ

く
こ
と
で
、
そ
の
特
権
的
な
地
位
が
規
定
さ
れ
て
い
る
」
（
ｉ
ｂ
ｉ
ｄ
.
,
　
ｐ
.
 
１
３
１

，
）
と
も

指

摘

さ

れ

る

。

つ

ま

り

実

在

す

る

の

は

連

続

し

た

憲

識

の

場

で

あ

り

、

自

我

と

は

そ

こ

に

、

後

か

ら

機

能

的

な

要

求

に

よ

っ

て

作

ら

れ

た

何

か

で

あ

る

と

い

う

こ

と

で

あ

る

。

自

我

は

内

的

に

は

「

結

合

の

感

じ

」

で

し

か

な

く

、

ま

た

客

観

的

に

は

観

察

さ

れ

る

こ

と

さ

え

で

き

な

い

。

私

た

ち

の

思

考

に

必

ず

伴

う

、

ぬ

ぐ

い

去

り

難

い

何

か

で

あ

る

一

方

、

そ

れ

は

究

極

的

に

は

概

念

な

の

で

あ

る

。

（

４

）
　

Ｊ
ａ
ｍ

ｅ

ｓ
，

　
Ｗ

．
　
Ａ

　
Ｐ

ｌｕ

ｒ
ａ

ｌ
ｉｓ

ｔ
ｉ

ｃ

　
Ｕ

ｎ

ｉｖ

ｅ
ｒ
ｓ
ｅ

，
　

Ｔ

ｈ

ｅ

　

Ｗ

ｏ
ｒ

ｋ
ｓ

　
ｏ
ｆ

　Ｗ

ｉ
ｌ
ｌ
ｉａ

ｍ

　
Ｊ
ａ

ｍ

ｅ
ｓ

，

Ｈ

ａ
ｒ
ｖ
ａ

ｒ
ｄ

　
Ｕ

，
　
Ｐ

．
，
　
１
９

７
７

，
　ｐ
.

 １
２

７

，

（

５

）
　

西

田

幾

多

郎

「

場

所

」

『

西

田

幾

多

郎

哲

学

論

集

Ｉ

』

岩

波

書

店

、

一

九

九

四

年

、

一

四

三

頁

。

（

６

）
　

同

前

、

一

四

三

頁

。

（

７

）
　

同

前

、

九

四

－

五

頁

。

（

８

）
　

同

前

、

九

八

頁

。

（

９

）
　

同

前

、

一

二

二

頁

。

（

1 0
）
　
西
田
に
お
い
て
、
判
断
を
超
え
た
意
志
は
、
方
向
性
を
伴
う
「
働
き
」
を
所

持

す

る

の

に

対

し

て

、

た

だ

「

見

る

」

も

の

で

は

、

そ

の

働

き

も

な

く

な

る

。

こ

れ

が

直

観

の

次

元

で

あ

り

、

そ

こ

で

は

論

理

的

な

判

断

形

式

に

加

え

て

、

方

向

性

も

な

い

。

そ

れ

は

す

べ

て

の

も

の

が

「

妥

当

」

す

る

、

直

観

的

な

自

然

の

状

態

と

も

言

え

る

。

そ

し

て

、

そ

の

次

元

が

世

界

を

転

換

さ

せ

る

推

進

力

の

場

と

し

て

位

置

づ

け

ら

れ

る

傾

向

は

弱

い

。

そ

れ

に

対

し

て

ジ

ェ

イ

ム

ズ

が

言

う

経

験

の

「

究

極

の

質

感

」

（

ｉ

一
∃

ａ

ｔｅ

ｑ

ｕ
ａ

ｌ
ｉａ
;
　
Ｓ

ｏ
ｍ

ｅ

　
Ｐ

ｒ
ｏ

ｂ

ｌｅ
ｍ

ｓ

　
ｏ
ｆ

　Ｐ

ｈ

ｉ
ｌ

ｏ
ｓ
ｏ
ｐ

ｈ
ｙ

，
　
ｐ

，  １
０
７

， 」

と

は

。

客

観

的

形

式

を

脱

し

た

意

志

そ

の

も

の

で

あ

り

、

西

田

に

照

ら

せ

ば

判

断

を

超

え

た

純

述

語

的

な

意

識

に

相

当

す

る

。

そ

こ

で

す

で

に

実

体

的

な

自

我

や

、

意

味

と

無

意

味

、

自

由
と
決
定
と
の
区
別
は
消
失
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
『
諸
相
』
で
扱
わ
れ
る
よ
う

な

宗

教

経

験

は

、

こ

の

「

質

感

」

が

方

向

性

を

伴

っ

た

ま

ま

、

受

動

的

な

価

値

体

験

に

ま

で

高

め

ら

れ

た

も

の

で

あ

り

、

意

志

の

方

向

性

や

世

界

の

性

質

の

転

換

が

、

む

し

ろ

こ

の

価

値

を

形

作

っ

て

い

る

。

こ

れ

は

、
西

田

の

「

直

観

」

や

「

見

る

も

の

」

が

、

中

立

的

、

中

性

的

性

質

が

強

い

の

と

は

対

照

的

で

あ

る

。

ま

た

、

ジ

ェ

イ

ム

ズ

の

宗

教

経

験

が

現

爽

の

苦

悩

や

ニ

ヒ

リ

ズ

ム

な

ど

を

転

覆

さ

せ

る

と

い

う

、

現

爽

の

意

味

の

コ

ン

テ

ク

ス

ト

の

輿

体

的

転

換

と

強

く

結

び

つ

い

て

い

る

の

に

対

し

て

、

西

田

が

扱

う

「

見

る

も

の

」

は

。

直

接

そ

う

し

た

問

題

忿

識

と

は

結

び

つ

い

て

い

な

い

。

そ

し

て

「

大

円

鏡

智

」

な

ど

の

、

仏

教

概

念

と

の

類

似

性

も

窺

わ

れ

る

。

（
1
1
）
 
J
ａ
ｍ
ｅ
ｓ

，

Ｗ

，

Ｔ

ｈ
ｅ

　
Ｖ
ａ

ｒ

ｉｅ
ｔ
ｉｅ
ｓ

　ｏ
ｆ

 Ｒ

ｅ

ｌ
ｉｇ

ｉｏ

ｕ
ｓ

　Ｅ

ｘ
ｐ

ｅ
ｒ

ｉｅ
ｎ

ｃ
ｅ

。
　
Ｔ

ｈ
ｅ

　
Ｗ

ｏ
ｒ

ｋ
ｓ

　ｏ
ｆ

　Ｗ

ｉ
ｔ
-

ｌ
ｉ
ａ
ｍ
　
Ｘ
ａ
ｍ
ｅ
ｓ
，
　
Ｈ
ａ
ｒ
ｖ
ａ
ｒ
ｄ
　
Ｕ
，
　
Ｐ
，
，
　
１
９
８
５
,
　
ｐ
.
４
１
.

（

1 2

）
　

ｉ
ｂ
ｉ
ｄ
.

，
　ｐ

． ４

１

．

（

1 3
）
　
ｉ
ｂ
ｉ
ｄ
.

，
　
ｐ
． ４

３
.

（

1 4
）
　
ｉ
ｂ
ｉ
ｄ
.

，
　ｐ

．
１
１

０
.

（

1 5
）
　
ｉ
ｂ
ｉ
ｄ
.

，
　ｐ

．
１
４

７

，

（

1 6
）
　
ｉ
ｂ
ｉ
ｄ
.
,
　
ｐ

．
１
４

９

．

（

お

き

な

が

・

た

か

し

、

哲

学

・

宗

教

学

、

帝

京

大

学

教

授

）
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