
〈
研

究

論

文

１

〉

〈
表
現
〉
と
し
て
の
現
象
世
界

―
―
ヴ
ィ
ヴ
ェ
ー
カ
ー
ナ
ン
ダ
と
西
田
幾
多
郎
を
め
ぐ
っ
て
―
―

１

．

は

じ

め

に

近

代

に

お
け

る

イ

ン
ド

と

日
本

は

、

そ

の

歴
史

的

条
件

は
異

な

っ
て

い

る

が
、
流
入
し
て
く
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
諸
思
想
に
対
し
て
、
い
か
に
自
己
の
思

想

的

立
場

を

確

立
す

る

か

と

い

う

、

共

通

の

問

題

に

直
面

し

て

い

た

と

考

え

ら

れ

る

。

そ

う
し

た
問

題

の

一

つ

と

し

て

、

伝

統

的

な

宗

教

に

お

い

て

、

し

ば

し

ば
幻

想

と
し

て

軽
視

さ

れ

て

い

る

現

象

世

界

の

意

義

を

。

ど

の

よ

う

に

再

把

握

し

た

ら

よ

い

か

、

と

い

う

こ

と

が

あ

る

。

ス
ヴ
ァ
ー
ミ
ー
・
ヴ
ィ
ヴ
ェ
ー
カ
ー
ナ
ン
ダ
（
S
v
a
m
i
 
V
i
v
e
k
a
n
a
n
d
a

一
八
六
三
-
一
九
〇
二
）
と
西
田
幾
多
郎
（
一
八
七
〇
-
一
九
四
五
）
は
、

前

者

は

宗

教

者
と

し

て

の

立
場

か

ら

、

後

者

は

哲

学

者

と

し

て

の

立

場

か

ら

、

こ

の

問

い

に

真

っ
向

か
ら

答

え

よ

う

と

し

て

い

る

。

し

か

し

、

両

者

に

と

っ

て
応
答
の
方
向
は
異
な
っ
て
い
た
。
ヴ
ィ
ヴ
ェ
ー
カ
ー
ナ
ン
ダ
は
ヴ
ー
ダ

甲
　

田
　
　
　
　
烈

ー
ン
タ
哲
学
に
基
づ
く
存
在
（
有
）
の
論
理
の
構
築
を
試
み
、
他
方
西
田
は

褝
と
哲

学
を
等

根
源

的
に
把
握
し

な
が
ら
、
無
の
論
理
の
構

築
を
試
み

た
か

ら
で

あ
る
。

と
こ
ろ
で

、
西

田
の
場
合
は
複
雑

な
問
題
を
残
し
て

い
る
。

そ
れ
は
、
彼

の
哲
学
が
東
洋
的
特
質
を
持
っ
て

い
る
と
さ
れ
て
い
る
か
ら
で

あ
る
。

後
述

す
る
よ
う
に
西

田
は
、
『
善
の
研
究
』

の
段
階
で

は
ヴ

ェ
ー
ダ
ー
ン

タ
哲
学

を
積
極
的
に
援
用
し
、
ま
た
、
大
乗

仏
教
を
有

の
論
理
を
説
く
も
の
と
し
て

把
握
し
て
い
る
が
、
場
所
の
論
理
の
確
立
以
降

は
、
イ
ン
ド
思
想
の
全
体
に

無
の
論
理
を
読
み
取
る
よ
う
に
な
る
か
ら
で
あ

る
。
こ
の
こ
と
は
、
東
洋
の

論
理
と
い
う
も
の
に
対
し
て

、
再

考
を
促
す
も

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
東

洋
的
と
呼
ば
れ
て
い
る
思
考
の
特
質

は
、
無
と
し
て
だ
け
で

は
な
く
、
存
在

（
有
）
の
論
理
と
し
て
の
側
面
も
持
つ
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

本
稿
で
は
、
上
記
の
問
題
を
ふ
ま
え

な
が
ら
、
ヴ
ィ
ヴ
ェ
ー
カ
ー
ナ
ン
ダ



と

西

田

の

初

期

の

思

想

に

お

け

る

現

象

世

界

の

把

握

の
特

質

に

つ

い
て

考

察

し

て

い

く

。

そ

こ

で

明

ら

か

に

な

る

こ

と

は

、

両

者

は
現

象

世

界

を

実

在

の

〈
表

現

〉

と

し

て

把

握

す

る

と

い

う

点

に

お

い

て

は
共

通

点

を

示

す

が

、

場

所

の

論

理

の

確

立

以

降

の

西

田

哲

学

が

、

そ

の

〈
表

現

〉

を

限

定

と

し

て

再

解

釈

し

て

い
く

の

に

対

し

て

、

ヴ

ィ
ヴ

ェ

ー

カ

ー

ナ

ン
ダ

の
見

解

は
始

終

変

動

し

な

い

と

い
う

点

で

あ

る

。

２
・

ヴ

ィ

ヴ

ェ

ー

カ

ー

ナ

ン

ダ

に

お

け

る

〈
表

現

〉

と

〈
展

開

〉

と

し

て

の

現

象

世

界

先

に

初

期

ヴ

ィ
ヴ

ェ
ー

カ

ー

ナ

ン
ダ

の

思

想

に

重

点

を

し

ぼ

る

と

述

べ

た

が

、

そ

の

公

的

な

活

動

期
間

は

一

八

九
三

年

以

降

の

数

年

で

あ

り

、

明

確

な

思

想

の

時

期
区

分

に

関
し

て

は

、

研

究

が

な

さ

れ

て

い
な

い

。

し

た

が

っ
て

こ

こ

で

は

、

ヴ

ィ

ヴ

ェ
ー

カ

ー

ナ

ン

ダ

の

ヴ

ェ
ー

ダ

ー

ン

タ
哲

学

の

論

理

が

確

立

さ

れ

て

い

く

過

程

で

あ

る

一

八

九

五
－

一
八

九

六

年

の

諸

講

義

を

対

象

と

し

て

、

そ

の

中

で

も

特

に

『
ジ

ュ

ニ

ャ

ー

ナ

・

ヨ

ー

ガ

（
Ｊ
Ｎ
Ａ
Ｎ
Ａ
-

Ｙ
Ｏ
Ｇ
Ａ
）
』

と

し

て

後

年

纏

め

ら

れ

て

い
く

も

の

を
扱

っ
て

い
く

。

ヴ

ィ
ヴ

ェ

ー
カ

ー

ナ
ン

ダ

は

、

一

八
九

五

年

か

ら

一

八
九

六

年

の

間

に

集

中

的

に

四

種

類

の

ヨ
ー

ガ
に

つ

い

て

説

明

し

て

い

く

が

。

そ

こ

に

お
け

る
現

象

世

界

の

把

握

方

法

は

各

々

の

講

義

に

お

い

て

、

若

干

の

異

な

り

を

み

せ

て

い
る
。
ま
ず
一
八
九
五
年
に
な
さ
れ
た
講
演
を
収
録
し
た
『
バ
ク
テ
ィ
・
ヨ

ー
ガ
(
Ｂ
Ｈ
Ａ
Ｋ
Ｔ
Ｉ
-
Ｙ
O
G
A
)
に
お
い
て
は
、
絶
対
実
在
（
Ｈ
ｉ
ｇ
ｈ
ｅ
ｓ
ｔ
　
Ｒ
ｅ
-

ａ
ｌｉｔｙ
）

で

あ

る

ブ

ラ

フ

マ

ン

は

、

そ

れ

か

ら

無

数

の

形

態

が

形

成

可

能

で

あ

る

粘

土

に

例

え

ら

れ

、

最

高

主

宰

神

（
ｌｓ
ｖ
ａ
ｒ
ａ
）

は

そ

の

最

高

の

表

現

（
m
ａ
ｎ
ｉ
ｆ
ｅ
ｓ
ｔ
ａ
ｔ
ｉ
ｏ
ｎ
）
で
あ
る
と
語
ら
れ
る
（
3
:
3
7
）
。
そ
し
て
、
こ
の
宇
宙

（
ｔ
ｈ
ｅ
　
ｕ
ｎ

ｉｖ
ｅ
ｒ
ｓ
ｅ
）

の

全

て

は

、

名

称

と

形

態

（
ｎ
ａ
ｍ
ａ
-
ｒ
ｕ
ｐ
ａ
）

と

し

て

、

こ
の
ブ
ラ
フ
マ
ン
が
表
現
さ
れ
た
も
の
な
の
で
あ
る
（
3
:
5
6
）
。
ま
ず

名

称

が

表

現

さ

れ

、

そ

れ

に

よ

っ

て

形

態

が

形

成

さ

れ

た

の

で

あ

る

か

ら

、

こ

の

ブ

ラ

フ

マ

ン

は

音

の

ブ

ラ

フ

マ

ン

（
Ｓ
ｏ
ｕ
ｎ
ｄ
-
Ｂ
ｒ
ａ
ｈ
ｍ

ａ
ｎ

）

と

呼

ば

れ

る
と
さ
れ
て
い
る
（
3
:
5
7
）
。

以

上

の

よ

う

な

神

話

的

説

明

に

対

し

て

、

一

八

九

五

年

の

末

か

ら

一

八

九

六
年
初
め
の
講
演
を
収
録
し
た
『
カ
ル
マ
・
ヨ
ー
ガ
　
（
Ｋ
Ａ
Ｒ
Ｍ
Ａ
-

Ｙ
Ｏ
G
A
)
』
に
お
い
て
は
、
表
現
と
し
て
の
宇
宙
の
特
質
は
、
時
間
・
空

間

・

因

果

律

な

の

で

あ

り

、

そ

れ

は

無

限

な

る

実

在

の

部

分

で

あ

る

と

さ

れ

て
い
る
(
1
:
9
5
）
。

で

は

、

こ

の

よ

う

な

絶

対

者

と

宇

宙

と

の

関

係

は

、

ど

の

よ

う

な

構

造

を

有

し

て

い

る

の

で

あ

ろ

う

か

。

そ

れ

が

よ

り

明

確

に

示

さ

れ

て

い

る

の

が

。

『
カ

ル

マ

・

ヨ

ー

ガ

』

と

同

時

期

に

な

さ

れ

た

講

演

の

集

成

で

あ

る

『
ラ

ー

ジ

ャ

・

ヨ

ー

ガ

（
Ｒ
Ａ
Ｊ
Ａ
-

Ｙ
Ｏ
Ｇ
Ａ

）
』

の

内

容

で

あ

る

。

そ

こ

で

は

、

外

部

世

界

（
ｅ
ｘ
ｔｅ
ｒ
ｎ
ａ
ｌ
-
wｏ
ｒ
ｌ
ｄ
）

は

内

部

世

界

（
ｉｎ
ｔｅ
ｒ
ｎ
ａ
ｌ
-
w
ｏ
ｒ
ｌｄ
）

の

結

果

で

あ
り
（
１
：
１
３
２
)
　
’
そ
の
外
部
世
界
で
あ
る
宇
宙
は
、
内
部
世
界
で
あ
る
プ

ラ

ー

ナ

（
ｐ
ｒ
ａ
ｎ
ａ
）

の

表

現

な

の

で

あ

る

か

ら

、

ヨ

ー

ガ

行

者

は

自

己

の

内

部

に

お

け

る

プ

ラ

ー

ナ

を

統

制

す

る

こ

と

に

よ

っ

て

、

自

然

を

統

制

す

る

こ

と

を

目

指

す

の

だ

と

さ

れ

て

い

る

（
１
　
:　１
４
７
-
１
４
８
）
°

そ

し

て

、

こ

の

プ

ラ

ー

ナ

が

現

象

世

界

と

し

て

表

現

さ

れ

る

構

造

は

、

潜

在

的

な

も

の

が

顕

在

的



と

な

り

、

そ

れ

が

再

び

潜

在

的

と

な

る

と

い

う

展

開

（
ｅ
ｖ
ｏ
ｌｕ
ｔ
ｉｏ
ｎ

）

と

内

含

（
ｉｎ
ｖ
ｏ
ｌｕ
ｔ
ｉｏ
ｎ

）

の

循

環

な

の

で

あ

り

、

こ

の

こ

と

は

現

代

物

理

学

に

お

け

る

、

宇

宙

に

お

け

る

エ

ネ

ル

ギ

ー

の

総

量

は

一

定

で

あ

る

と

い

う

法

則

に

よ
っ
て
も
確
認
さ
れ
て
い
る
と
述
べ
ら
れ
る
(
1
:
1
5
2
)
。

こ

れ

ま

で

三

種

類

の

ヨ

ー

ガ

に

つ

い

て

の

講

演

を

検

討

す

る

こ

と

か

ら

、

ヴ

ィ

ヴ

ェ

ー

カ

ー

ナ

ン

ダ

に

お

け

る

現

象

世

界

の

把

握

に

つ

い

て

述

べ

て

き

た

が

、

そ

れ

ぞ

れ

の

講

演

シ

リ

ー

ズ

で

若

干

説

明

は

異

な

る

に

せ

よ

、

ヴ

ィ

ヴ

ェ

ー

カ

ー

ナ

ン

ダ

は

基

本

的

に

は

、

現

象

世

界

を

絶

対

者

の

表

現

（
ｍ
ａ
ｎ
ｉ
ｆｅ
ｓ
ｔａ
ｔ
ｉｏ
ｎ

）

と

し

て

把

握

し

て

お

り

、

そ

れ

は

展

開

（
ｅ
ｖ
ｏ
ｌｕ
ｔ
ｉｏ
ｎ

）

と

内

含

（
ｉｎ
ｖ
ｏ
ｌｕ
ｔ
ｉｏ
ｎ
）

の

循

環

と

い

う

構

造

を

持

つ

と

考

え

て

い

た

こ

と

が

読

み

取

れ

る

で

あ

ろ

う

。

こ

う

し

た

現

象

世

界

の

把

握

を

、

そ

の

基

本

的

な

立

場

で

あ

る

ヴ

ェ

ー

ダ

ー

ン

タ

哲

学

の

視

点

か

ら

包

括

的

に

提

示

し

た

の

が

、

一

八

九

六

年

を

通

じ

て

行

わ

れ

た

講

演

を

収

録

し

た

『
ジ

ュ

ニ

ャ

ー

ナ

・

ヨ

ー

ガ

』

で

あ

る

か

ら

、

そ

の

内

容

を

や

や

詳

し

く

検

討

し

て

お

く

必

要

が

あ

る

で

あ

ろ

う

。

『

ジ

ュ

ニ

ャ

ー

ナ

・

ヨ

ー

ガ

』

は

、

人

間

に

お

け

る

宗

教

の

必

要

性

を

説

く

こ

と

か

ら

始

ま

る

。

ヴ

ィ

ヴ

ェ

ー

カ

ー

ナ

ン

ダ

に

よ

れ

ば

、

宗

教

の

基

礎

は

感

覚

の

諸

限

定

（
ｌ
ｉｍ

ｉｔａ
ｔ
ｉｏ
ｎ
ｓ
）

を

超

越

し

よ

う

と

す

る

努

力

で

あ

る

（
1
:
5
9
）
。
そ
れ
は
ま
た
、
無
限
者
（
ｔ
ｈ
ｅ
　
Ｉ
ｎ
ｆ
ｉ
ｎ
ｉ
ｔ
ｅ
）
の
追
求
で
あ
り
、
霊

的
人
間
（
ｔ
ｈ
ｅ
　
ｓ
ｐ
ｉ
ｒ
ｉ
ｔ
ｕ
ａ
ｌ
　
ｍ
ａ
ｎ
）
を
展
開
（
ｅ
ｖ
ｏ
l
ｖ
ｅ
）
さ
せ
る
こ
と
な
の

で
あ
る
（
1
:
6
6
）
。
こ
の
無
限
者
は
人
間
の
本
性
な
の
で
あ
り
、
そ
れ
故
に

真

の

個

人

性

で

あ

る

と

い

え

る

。

人

間

が

通

常

考

え

て

い

る

よ

う

な

個

人

性

は
、
こ
の
無
限
者
が
自
己
を
表
現
（
m
ａ
ｎ
ｉ
ｆ
ｅ
ｓ
ｔ
ａ
ｔ
ｅ
）
し
よ
う
と
苦
闘
し
て

い
る
姿
な
の
で
あ
る
(
1
:
8
0
-
8
2
)
。

さ

て

、

無

限

者

と

個

人

性

と

の

関

係

が
以

上

の
よ

う

な
も

の
だ

と

す

れ

ば

、

そ

れ

は
無

限

者

と

呼

ば

れ

て

い
る

も

の

と
現

象

世
界

と

の
関

係

と

し

て

も

考

え

ら

れ

る

で

あ

ろ

う

。

ヴ

ィ

ヴ

ェ

ー

カ

ー

ナ

ン

ダ

は

こ

こ

で

、

絶

対

者

（
ｔ
ｈ
ｅ
　
Ａ
ｂ
ｓ
ｏ
ｌｕ
ｔｅ
）

の
現

象

化

の

構

造

に

対

す

る
宇

宙

論

的

考

察

を

提

示

す

る
。

そ
れ

に
ょ

れ

ば

、

絶
対

者

は
時

間

・

空

間

・
因

果

律

を

通

し
て

、

こ
の

宇

宙

（
ｔ
ｈ
ｅ
　ｕ
ｎ
ｉｖ
ｅ
ｒ
ｓ
ｅ
）

と

し

て
表

現

さ

れ

た
の

で

あ

る
が

、

そ

れ

は

絶

対

者

を

よ
り

低

い

段

階

か

ら

見

た
結

果

で

あ

っ
て

、

絶

対

者

そ

の

も

の

は

、
時

間

・

空
間

・

因

果

律

と

い

う

よ

う

な
、

相

互

の

関

係

性

に

よ

っ
て

成
り

立

つ

よ

う

な

相

対

的

な

原

理

で

は

な

い

（
１
：
　１
３
０
-１
３
５
）
°

し

か
し

、

こ

の

三

条

件

は

絶
対

者

の

現

象

化

の

原

因

そ

の

も

の
で

あ

る

か

ら
、
そ
れ
は
非
実
在
の
者
で
は
な
い
の
で
あ
る
（
１
：
１
３
６
)
。
で
は
、
絶
対

者

は

ど

の

よ

う

な

構

造

に
よ

っ
て

、

自
己

を

現

象

化

す

る
の

で

あ

ろ

う

か
。

ヴ

ィ
ヴ

ェ

ー

カ

ー

ナ

ン

ダ

は

そ

れ

を

内

含

（
ｉｎ
ｖ
ｏ
ｌｕ
ｔ
ｉｏ
ｎ
）

と

展

開

（
ｅ
ｖ
ｏ
-

ｌｕ
ｔ
ｉｏ
ｎ
）

の

運

動

と

し

て

説

い

て

い

る
。

そ

の

法

則

は

自

然

界

の
お

り

と

あ

ら

ゆ

る
と

こ

ろ

に
働

い
て

い

る
。

も

し

、

最

低

の
原

形

質

が

進

化

し

て

人

間

に
な

っ

た

の

だ

と
す

れ

ば

、

そ
の

人

間

は
可

能
性

と

し

て

原

形

質

の
中

に

内

含

さ
れ

て

い

た

の

で

あ

り

、

そ
れ

が

自

己

を

展

開
し

て

人

間

と
な

っ

た
の

で

あ

る
。

こ

の

よ

う

に

見

れ

ば

、
内

含

と

展

開

の
全

系

列

が

一

つ

の
生

命

で

あ

る

と

考
え

る

こ

と

が

で

き

る

（
１
　
:　２
０
７
-２
０
８
）
°

そ
し
て
、
そ
の
生
命
が
絶
対
者
な
の
で
あ
る
。
「
彼
 
(
H
e
)
 
自
身
が
こ
の



宇
宙
の
質
量
因
で
あ
る
と
と
も
に
動
力
因
（
m
ａ
ｔ
ｅ
ｒ
ｉ
ａ
ｌ
　
ａ
ｎ
ｄ
　
ｅ
ｆ
ｆ
ｅ
ｃ
ｉ
ｅ
ｎ
ｔ
　
ｏ
ｆ

ｃ
ａ
ｕ
ｓ
ｅ
）

な

の

で

あ

り

、

極

小

の

細

胞

の

中

に

入

っ
て

お

り

、

展

開

し

て

再

び

神

と

な

る

の

は

彼

な

の

で

あ

る

。
」
（
１
：
　２
１
１
）

こ

の

よ

う

な

内

含

と

展

開

の

様

相

は

、

講

演

の

別

の

箇

所

で

は

、

プ

ラ

ー

ナ

の

表

現

と

し

て

語

ら

れ

て

い
る
が
（
１
：
２
６
４
）
、
そ
れ
は
『
ラ
ー
ジ
ャ
・
ヨ
ー
ガ
』
に
お
け
る
説
明
と

大

差

は

な

い

。

さ

て

、

こ

れ

ま

で

の

考

察

に

よ

っ

て

、

絶

対

者

と

現

象

世

界

と

の

関

係

は

明

ら

か

に

な

っ

た

が

、

で

は

、

我

々

は

伝

統

的

な

宗

教

に

お

い

て

説

か

れ

て

い
る
〈
こ
の
世
を
捨
て
よ
〉
と
い
う
徳
目
を
ど
の
よ
う
に
理
解
し
た
ら
よ
い

の

で

あ

ろ

う

か

。

ヴ

ィ

ヴ

ェ

ー

カ

ー

ナ

ン

ダ

は

そ

れ

を

、

自

分

が

考

え

て

い

る

よ

う

な

世

界

を

捨

て

、

世

界

そ

の

も

の

を

神

聖

視

し

て

、

そ

の

中

に

神

を

見
る
こ
と
を
勧
め
て
い
る
文
言
と
し
て
解
釈
す
る
(
1
:
1
4
6
)
。
こ
れ
は
、

現

象

世

界

に

実

在

性

を

認

め

る

こ

と

の

帰

結

で

あ

ろ

う

。

そ
し
て
、
『
ジ
ュ
ニ
ャ
ー
ナ
・
ヨ
ー
ガ
』
と
同
時
期
に
な
さ
れ
、
そ
の
内

容

に

接

続

し

て

い

る

と

見

な

さ

れ

て

い

る

「

実

践

的

ヴ

ェ

ー

ダ

ー

ン

タ

(
Ｐ
ｒ
ａ
ｃ
ｔ
ｉ
ｃ
ａ
ｌ
　
Ｖ
ｅ
ｄ
ａ
ｎ
t
a
)
」
に
お
い
て
は
、
こ
の
こ
と
が
次
の
よ
う
に
簡
潔

に
説
か
れ
る
の
で
あ
る
。
「
か
の
一
な
る
者
（
T
h
a
t
 
O
n
e
)
は
、
多
く
の

も

の

と

し

て

、

物

質

、

精

神

、

意

識

、

思

考

と

し

て

そ

の

他

の

あ

ら

ゆ

る

も

の

と

し

て

自

己

を

表

現

し

て

い

る

。

そ

れ

は

多

く

の

も

の

と

し

て

自

己

を

表

現

し

て

い

る

。

そ

れ

故

に

、

我

々

の

取

る

べ

き

第

一

歩

は

、

こ

の

真

理

を

我

々

自

身

と

他

者

に

対

し

て

教

え

る

こ

と

で

あ

る

。
」
（
１
　：
　３
０
４
）

こ

れ

ま

で

の

考

察

に

よ

っ

て

、

ヴ

ィ

ヴ

ェ

ー

カ

ー

ナ

ン

ダ

は

現

象

世

界

を

絶
対

者

の

〈
表

現

（
ｍ

ａ
ｎ
ｉ
ｆｅ
ｓ
ｔａ
ｔ
ｉｏ
ｎ
）
）

と
し

て

把

握

し

て

お
り

、

そ

れ

は

内

含

（
ｉｎ
ｖ
ｏ
ｌｕ
ｔ
ｉｏ
ｎ
）

と

展

開

（
ｅ
ｖ
ｏ
ｌｕ
ｔ
ｉｏ
ｎ
）

の
系

列

と

い

う

構

造

を

持

つ

と
考

え

ら

れ

て

い

る

こ

と
が

明

ら

か

に
な

っ
た

。

こ
れ

に
対

し

て

西

田

は

現

象

世

界

を

ど

の
よ

う

に
把

握

し
て

い

た
の

か

を
検

討
し

て

お
く

必

要

が

あ

ろ

う

。

３

．

西

田

幾

多

郎

に

お

け

る

〈
分

化

発

展

〉

と

〈
表

現

〉

と

し

て

の

現

象

世

界

本

稿

の

冒

頭

で

述

べ

た

初

期

西

田

の

思

想

と

は

、
『
働

く

も

の

か

ら
見

る

も

の

へ
』

の

後

半

に

お

い
て

、

場

所

の

論

理
を

確

立

す

る

ま

で

の

期

間

を

指

す

。

西

田

の
思

想

展

開

の

時

期

区

分

に

つ

い
て

は

、

一
期

説

か

ら
五

期
説

ま

で

あ

る
が

、
西

田
自

身

は

場

所

の

論

理

の

確
立

に
よ

っ
て

、

自

己

の

思
想

を

論
理
化
す
る
端
著
を
得
た
と
考
え
て
い
た
こ
と
か
ら
（
一
・
六
-
七
）
、
こ
の

時
期
ま
で
を
一
纏
ま
り
の
も
の
と
し
て
考
察
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ

る

。さ

て
、

西

田

は

『
善

の

研

究

』

に

お

い
て

、

純

粋

経

験

を

唯

一

の

実
在

と

し
て
全
て
を
説
明
し
よ
う
と
試
み
る
（
一
・
四
）
。
純
粋
経
験
は
真
に
経
験
其

儘
の
状
態
を
指
し
、
そ
れ
は
直
接
経
験
と
同
一
な
の
で
あ
る
が
（
一
・
九
）

そ

れ

は
具

体

的

意

識

の

厳

密

な
統

一

で
あ

り

、

一

つ

の
体

系

を
成

し

て

い

る

か

ら

、

そ

こ

か

ら

様

々

な

意

識

状

態

が

分

化

発

展

す

る

も

の

な

の

で

あ

る

（
一
・
二
）
。
こ
の
意
識
の
体
系
は
、
統
一
的
或
者
が
分
化
発
展
し
、
自
己

を
実
現
す
る
過
程
な
の
で
あ
る
（
一
・
一
三
）
。



純

粋

経

験

に

お

け

る

意

識

の

体

系

が

こ

の

よ

う

な

も

の

だ

と

す

れ

ば

、

真

理

を

知

る

と

い

う

こ

と

は

、

意

識

の

統

一

が

小

よ

り

大

に

進

む

こ

と

で

あ

り

、

そ
の
統
一
作
用
そ
の
も
の
が
自
己
な
の
で
あ
る
（
一
・
三
三
三
）
。
し
た
が
っ
て
、

意

識

の

範

囲

は

個

人

に

限

定

さ

れ

た

も

の

で

は

な

く

、

む

し

ろ

そ

の

壮

大

な

体
系
を
自
己
の
意
志
実
現
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
（
一
・
三
九
）
。

こ

の

よ

う

な

意

識

状

態

が

実

在

で

あ

る

こ

と

は

、

哲

学

と

宗

教

の

距

離

が

近

い

イ

ン

ド

の

哲

学

に

お

い

て

も

、

ブ

ラ

フ

マ
ン

即

ア

ー

ト

マ

ン
と

し

て

説

か

れ
て
い
た
（
一
・
四
六
―
四
七
）
。

こ

の

よ

う

な

立

場

か

ら

、

我

々
が

物

理
現

象

や

自

然

現

象

と

呼

ん

で

い

る

宇
宙

現

象

も

、

我

々
の

思

惟

や

意

志

と

同

一

の
統

一

力

に

よ

っ
て

成

立

し

て

い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
（
一
・
六
八
-
七
一
）
。

こ
れ

は
実

在

の

根

底

が

精

神

的

な
原

理

で

あ

る

こ

と

を

意

味

し

て

お

り

、

イ

ン

ド

宗

教

の

根

本

義

で

あ

る

よ

う

に
神

は

宇

宙

の

大

精

神

な

の

で

あ

る

（
一
・
九
七
）
。
精
神
の
発
展
は
実
在
の
性
質
が
現
わ
れ
て
く
る
の
で
あ
っ
て
、

ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
い
う
よ
う
に
発
展
（
ｅ
ｖ
ｏ
ｌ
ｕ
ｔ
ｉ
ｏ
ｎ
）
は
内
展
（
ｉ
ｎ
ｖ
ｏ
ｌ
ｕ
-

ｔ
ｉｏ
ｎ
）

な

の

で

あ

る
。

そ

れ

故

に
、

意

識

現

象

の

最

深

の

統

一

力

は

自
己

で

あ

っ
て

、

そ

れ

を

最

も

表

現

し

て

い

る

の

は

意

志

で

あ

る

か

ら

、

善

と

は

自

己
の
発
展
完
成
の
こ
と
な
の
で
あ
る
（
一
・
一
四
五
）
。

と

こ

ろ
で

、

統

一

的

発

展

の

自

己

発
展

が

実
在

の

形

式

で

あ

る

と

す

れ

ば

、

神

と

は
そ

の

実

在

の

統

一

者

で

あ

り

、
宇

宙

と
神

と

の

関

係

は

、

我

々

の

意

識

現

象

と

そ

の

統

一

と

の

関

係

と

し

て

語

る

こ

と

が

で

き

る
で

あ

ろ

う

（
一
・
一
八
一
）
。
そ
れ
は
芸
術
家
と
そ
の
作
品
の
よ
う
な
関
係
で
は
な
く
、

本

体

と

現

象

と

の

関

係

で

あ

り

、

宇

宙

は

神

の

表

現

（
ヨ
ａ
ｎ
ｉ
ｆｅ
ｓ
ｔａ
ｔ
ｉｏ
ｎ
）

な

の

で

あ

る

。

さ

て

、

西

田

は

『
善

の

研

究
』

の

著

作

メ

モ
と

さ

れ

て

い

る

「
純
粋

経

験

に

関

す

る

断

章

」

に

お
い

て

、

大
乗

仏

教

は

現

象

即

実

在

論

で

あ

っ
て

無

で

は

な

く

有

を

説

く

と

し

て

、

そ

れ
を

ブ

ラ

フ

マ

ン
即

ア

ー

ト

マ

ン
の
理

論

と

同

一

視

し

て

い

る

（
一
六
・
四
九

八
、
五
二
〇
）
。

こ

の

よ

う

な

イ

ン
ド
哲

学

の

理

解

か

ら

、

前

述

の

よ

う

な

神

と
世

界

と

の

関

係

に
対

す

る
見

解

が
導

き

出

さ

れ

た

の

で

あ

ろ

う

。

こ

れ

ま

で

検

討

し

て

き

た

よ

う

に
、

西

田

は

『
善

の

研

究

』

に

お

い
て

現

象

世
界

を

統

一

的

或

者

の

〈
分
化

発

展

〉

で

あ

り

、

そ

れ

は

神

の

〈
表

現

〉

で

あ

る

と

し

て

い

た

。

こ

の

よ

う

な

見

解

は

、
『
自

覚

に
於

け

る

直

観

と

反

省
』

に

お

い

て

も

基

本

的

に

は
変

化

し

な

い

。

し

か

し

、

意

識

体
系

の

発

展

の

性

質

が

内

面

的

当

為

（
ｓ
ｏ
ｌｌｅ
ｎ
）

で

あ

る

と

さ

れ

（
二
・

一
七

・
二
六
）
、

そ

れ

が

判

断

作

用

と

し

て

提

示

さ

れ

て

い

く

よ

う

に

な

る

（
二

・
四

丁

四

九
）
。

そ

こ

で

は

、

自

己

の

中

に

自

己

を

写

す

自

覚

の

発

展

が

、

我

々
の

人

格

が

神

の

人

格

の

一

部

で

あ

る

こ

と

の

根

拠

と

な

っ
て

い

る

の

で

あ

る

（
一
・
ニ
一
九
）
。

こ

う

し

て

、

判

断

作

用

の
根

底

に
あ

る
当

為

の

意

識

の

発

展

は

、
自

覚

の

体

系

の

根

底

が

絶

対

自

由

の
意

志

で

あ

り

、

そ

れ

が

神

が

無

か

ら
世

界

を

創

造
し
た
と
い
う
こ
と
の
意
味
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
る
（
一
・
二
八
五
）
。

我

々

の

自

覚

の

根

底

が

絶
対

自

由

の

意

志

で

あ

り

、

我

々
が

神

の
人

格

の

一

部
で

あ

る

と

す

れ

ば

、

神

は
絶

対

自

由

の

意

志

に

相

当

す

る

も

の
と

な

る
で



あ
ろ

う
。
こ
こ

か
ら
西

田
は
、
実
在
の
発
展
を
単
な
る
表
現
で
は
な
く
限
定

と
し
て
把
握
す

る
視
点
を
獲

得
し
、
『
意
識

の
問
題
』

に
お

い
て
そ

れ
を
述

べ
て

い
る
。
し

か
し
基
本
的

に
は
、
意
識
の
発
展
を
一
般
者
の
分
化
発
展
と

し
て

把
握
す

る
姿

勢
を
維
持
す
る
の
で
あ
る
（
三
・
四
五
）。

『
働

く
も

の
か
ら
見
る
も
の
へ
』

に
お
い
て
は
、
さ
ら
に
自
覚
の
根
源

に
意

志
否

定
の
立
場
を
見
い
出
す
こ
と

か
ら
、
そ
れ
を
直
観
で
あ
る
と
述

べ
。
こ

れ

が
宗
教
の
立
場
で

あ

っ
て
、
真
の
実
在
で
あ
る
直
観
は
、
自
己
自
身
を
表

現
す

る
も
の
で

あ
る
と
さ
れ
る
の
で
あ

る
（
四
・
一
七
〇
）。

こ
の

直
観
は
作

用

の
終
極
で

あ
る
か
ら
、
こ
の
作
用
の
背
後

に
あ
る
潜
在
的
有
で
あ

る
が
、

こ
の
作
用

か
ら
潜
在
性
を
除
去
す

る
の
で
あ
れ
ば
、
も
は
や
作
用
で

は
な
く

な
る
の
で

あ
り
、
こ
の
潜
在
的
有
の
成
立
す
る
背
後
に
あ
る
も
の
が
、
有
の

背
景
を
成
す
無
の
場
所
で
あ
る
と
説
か
れ
る
の
で
あ
る
（
四
・
二
一
八
-
ニ
一

九
）。こ

れ
ま
で
検
討
し
て
き

た
よ

う
に
、
西
田

は
純
粋
経
験
の

〈
分
化
発
展
〉

と
し
て
様

々
な
意
識
状
態

を
考
え

、
こ
の
関
係
を
神
と
現
象
世
界

と
の
そ
れ

と
同

一
の
も

の
で

あ

る
と
把
握

す
る
こ
と

か
ら
、
現
象

世
界

を

神
の

〈
表

現
〉
で
あ

る
と
説

い
た
の
で

あ
っ
た
。
こ
の
実
在

の
〈
分
化

発
展
〉

の
思
想

は
、
自
覚
的
体
系

や
直
観
を
説
く
段
階
に
お
い
て
も

維
持

さ
れ
て

い
た
が
、

〈
分
化
発

展
〉

の
作
用

の
根
底
に
無

の
場
所
を
見

い
出
す
こ

と
に
よ

っ
て

、

実
在

を
有

の
背
景

に
あ
る
無
と
し
て
把
握
し
、
現

象
世
界

を
そ
の
無
の
自
己

限
定

と
し
て

考
察

し
て

い
く
中
期
以

降
の
思
想
の
展
開
へ
と
道
を
開
い
て
い

く

の
で

あ
る
。

４

．

〈
表

現

〉

と

し

て

の
現

象
世

界

こ
れ
ま
で
論
じ
て
き

た
内
容

か
ら
、
ヴ
ィ
ヴ
ェ
ー
カ
ー
ナ
ン
ダ
と
西
田
幾

多
郎
に
お
け
る

〈
表
現
〉

の
観
念
の
共
通
点
と
相
違

点
は
明
ら

か
に
な

っ
て

い
る
で
あ
ろ
う
。
そ

の
共
通

点
は
、
両
者
が
自
己
と
意

識
の
関
係

を
、
絶
対

者
と
現

象
世
界

と
の
関

係

に
対
応
し
て

い
る
と
考
え
、

前
者

の
後
者

へ
の

〈
表
現
〉
を
そ
の
本
質
と

捉
え
、
そ
の
表
現
作
用

の
構
造

を
〈
展
開
〉
な
い

し
は

〈
分
化
発
展
〉
と
し

た
点
で
あ
る
。

他
方
、
そ
の
大
き

な
相
違

点
と
し
て
は
、
ヴ
ィ
ヴ
ェ
ー
カ
ー
ナ
ン
ダ
が
絶

対
者
の
宇
宙
論
的
考
察

に
力

を
注
い
だ
の
に
対

し
て

、
西
田

は
あ
く
ま
で
自

己
の
レ
ヴ

ェ
ル
の
意
識
状
態

に
対
す
る
考
察
か
ら
、
そ
の
背
後

に
あ

る
絶
対

者
へ
と
探
究
を
進

め
て

い
る
点
で
あ
る
。

さ
ら

に
西
田

は
、
初

期
の
段
階
に
お

い
て

は
イ
ン
ド
哲
学
を
存
在
（
有
）

の
思
想
と
し
て

捉
え
て

い
た
が
、
無
の
場
所
の
論
理
の
確
立
以

降
、
イ

ン
ド

哲
学
を
無

の
思

想
と
し
て

把
握
す
る
よ

う
に
な

っ
て

い
く
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、

西
田

の
現
象
世
界

に
対
す

る
理
解
も

ま
た
、
〈
表
現
〉

か
ら

〈
自
己
限

定
〉

へ
と
転
回
し
て

い
く
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と

は
、
西
田

に
お
け
る
東
洋
の
論

理
の
確
立
に
お
い
て

、
存
在
か
ら
無
へ
の
視
点
の
転
換
が
あ

っ
た
こ
と
を
意

味
し
て

い
る
で

あ
ろ
う
。
他
方
ヴ
ィ
ヴ
ェ
ー
カ
ー
ナ
ン
ダ
に
は
こ
う
し
た
視

点
の
転
換
は
起
こ
ら
な
か

っ
た
と
考
え

ら
れ

る
。
し
た
が

っ
て
、
今
後
の
課

題
と
し
て

は
、
ヴ
ィ
ヴ

ェ
ー

カ
ー
ナ
ン
ダ
と
西
田

に
お
け
る

〈
限
定
〉
の
観

念
を
検
討
す

る
こ
と
か
ら
、
東
洋
の
論
理
の
意
味

に
つ

い
て
さ
ら

に
考
察
を



進

め

て

い

く

こ

と

で

あ

ろ

う

。

（
１
）
　
以
下
、
ヴ
ィ
ヴ
ェ
ー
カ
ー
ナ
ソ
ダ
か
ら
の
引
用
は
、
　
Ｔ
ｈ
ｅ
　
ｃ
ｏ
ｍ
ｐ
ｌ
ｅ
ｔ
ｅ

w

ｏ

ｒ

ｋ
ｓ

　
ｏ

ｆ
　

Ｓ
w

ａ

ｍ

ｉ
　

Ｖ

ｉ
ｖ
ｅ

ｋ
ａ

ｎ

ａ
ｎ

ｄ
ａ

，
　

Ｍ

ａ

ｙ

ａ
ｖ

ａ

ｔ
ｉ
　

Ｍ

ｅ
ｍ

ｏ

ｒｉ

ａ

ｌ
　

ｅ

ｄ

ｉ
ｔ
ｉｏ

ｎ

．

Ａ

ｄ
ｖ

ａ

ｉ
ｔ
ａ
-

ａ

ｓ

ｈ
ｒ
ａ
ｍ

ａ

，
　

Ｃ

ａ

ｌｃ

ｕ

ｔ
ｔ
ａ
.

　

Ｎ

ｉｎ

ｔ
ｅ
ｅ

ｎ

ｔ
ｈ

　

Ｒ

ｅ
ｐ

ｒ

ｉｎ

ｔ
　

ｅ

ｄ
ｉ
ｔ
ｉ
ｏ

ｎ

．
　

１
９

９
２

．

か

ら

で

あ

り

、

巻

数

と

引

用

頁

数

を

算

用

数

字

で

指

示

し

た

。

（

２

）
　

玉

城

康

四

郎

『

近

代

イ

ン

ド

思

想

の

形

成

』

、

東

京

大

学

出

版

会

、

昭

和

四

〇

年

、

三

ニ

ニ

ー

三

二

六

を

参

照

。

（

３

）

『

西

田

幾

多

郎

全

集

』

か

ら

の

引

用

は

巻

数

と

頁

数

を

漢

数

字

で

指

示

し

た

。

（

こ

う

だ

・

れ

つ

、

仏

教

学

、

東

洋

大

学

大

学

院

）
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