
〈
研

究

論

文

１

〉

西
田
幾
多
郎
と
〈
東
洋
の
論
理
〉

1
,
は
じ
め
に

西

田

幾

多

郎

（
一
八

七

〇
－

一
九

四

五

）

の

哲

学

は

、

一

般
的

に

は
東

洋

に
伝

統

的

な
も

の

の
見

方

を

自

覚
的

に

論

理

化

し

た
も

の

と

さ
れ

て

お

り

。

ま

た
そ

れ

は
西

田
自

身

が

目

的

と

し

て

い

る

も

の

で

も

あ

っ
た

で

あ

ろ

う

。

西

田
哲

学

に
対

す

る
現

代

の
諸

研

究

は

、

そ

れ

を

裏

づ
け

る

か

の

よ

う

に

、

禅

や

浄

土

思

想

と
西

田

哲
学

を
比

較

し

、

そ

の

影

響

関

係

を

探

っ
て

い

る

。

し
か
し
、
西
田
が
〈
東
洋
の
論
理
〉
を
主
張
し
た
場
合
の
、
そ
の
射
程
に
つ

い

て

は

、

曖

昧

な

ま

ま

に

さ

れ

て

き

た

の

で

は

な

か

っ
た

だ

ろ

う

か

。

筆
者

は

こ

れ

ま

で

、
現

代

イ

ン

ド

に

お

け

る

ヴ

ェ
ー

ダ

ー

ン

タ
哲

学

者

で

あ

る

ス

ヴ

ァ
ー

ミ

ー

・

ヴ

ィ

ヴ

ェ
ー

カ
ー

ナ
ン

ダ
（
Ｓ
ｖ
ａ
ｍ
Ｉ
　Ｖ
ｉｖ
ｅ
ｋ
ａ
ｎ
ａ
ｎ
ｄ
ａ

，

１
８
６
３
-
１
９
０
２
)
 
と
西
田
の
初
期
の
思
想
を
比
較
し
な
が
ら
、
西
田
哲
学
が

〈
有

の

論

理

〉

か
ら

〈
無

の

論

理

〉

へ

と

転

回

し

た

の
で

は

な

い

か
と

い

う

甲

田
　
　

烈

仮
説
を
提
示

し
て
お
い
た
が
、
本
稿
で
は
、
西
田
哲
学
に
お
け
る
イ
ン
ド
哲

学
へ
の
評
価
の
変
遷

を
中
心

と
し
な
が
ら

、
〈
東
洋

の
論
理
〉

の
形
成
過

程

に
つ
い
て
考
察
し

、
〈
有
の
論

理
〉

か
ら

〈
無
の
論
理
〉

へ
の
転
回
と

の
関

わ
り
に
つ
い
て
も
検
討
し
て
い
く
。

結
論
を
先
に
言
え

ば
、
西

田
の
著
作
に
お
け

る
イ

ン
ド
哲
学
へ
の
言
及
は
、

他
の
諸
思
想
に
対

す
る
そ
れ

に
比
べ
る
と
、
圧
倒
的

に
わ
ず
か
な
も
の
で
あ

る
。
そ
れ
は
ほ
ぼ
、
『
善
の
研
究
』
（
一
・
三
―
二
○
二
）
と
そ
の
準
備
稿
（
一

六
・
二
六
七
-
二
七
二
）
、
『
形
而
上
学
の
根
本
問
題
・
続
編
』
の
中
の
「
形
而

上
学
的
立
場
か
ら
見
た
東
西
古
代
の
文
化
形
態
」
（
七
・
四
二
九
-
四
五
四
）

お
よ
び
『
日
本
文
化
の
問
題
』
（
一
二
・
二
七
五
－
三
九
六
）
に
集
中
さ
れ
て

い
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
イ

ン
ド
哲
学
の
〈
有
の
論
理
〉
を
、
西
田
自
身
の

立
場
が
〈
有
の
論
理
〉
か
ら
〈
無
の
場
所
の
論
理
〉
へ
と
転
回
し
た
の
に

伴

っ
て
、
〈
無
の
論
理
〉
と
し
て
再

解
釈
し
て
、
大
乗

仏
教
の
論
理

に
統
合



し

よ
う

と

試
み

る

過

程

で

あ

り

、

そ
れ

が

〈
東

洋

の
論

理

〉

の

中

軸

で

あ

る

と

考

え

ら

れ

る

の

で

あ

る
。

『
善

の
研

究

』

の

準

備

稿

の

段

階

で

は

。

そ

の

本

性

に

お

い
て

イ

ン
ド

哲

学

に
含

ま

れ

る

大
乗

仏

教

の
涅

槃

は
現

象

即
実

在

論

で

あ

っ
て

〈
有

〉

を
説

く

も

の
で

あ

り

、

そ

れ

は

ブ

ラ

フ

マ
ン

即

ア

ー

ト

マ
ン

と

同

一

の

も

の
と

し

て

い

る
。

こ

う
し

た

観

点

は

『
善

の
研

究

』

の
内

容

そ

の

も

の

へ

も
反

映

し

て

お
り

、

そ

こ
で

は
哲

学
と

宗

教

の
内

容

が

最
も

よ

く

一

致

し

た

の

は

イ

ン

ド

哲

学

で

あ

り

、

そ

れ

は

、

実
在

の
根

底

が

神

で

あ

る

と

す

る
西

田

の
思

想

に

一
致

す

る
も

の
と

さ
れ

て

い

る
。

し

か

し

、

イ

ン

ド

哲

学

へ

の

言

及

は

表

面

上

で

は

こ

こ

で

姿

を

消

し
、

「
形

而

上

学

的

立

場

か
ら

見

た
東

西

古

代

の
文

化

形

態

」

ま
で

現

わ

れ

な

い
。

そ

こ

で

は

、
〈
場

所

の
論

理

〉

確

立
以

降

の
西

田

の

哲

学

的

立

場

が

反

映

さ

れ

て

お

り

、

Ｍ
ｏ
ｎ
ｉｅ
ｌ
　
Ｗ

ｉ
ｌｌ
ｉａ
ｍ
ｓ

の
著

作

を
介

し

て

『
イ

ー

シ
ャ

ー

・

ウ

パ

ニ
シ
ャ
ッ
ド
』
（
Ｉ
ｓ
ａ
-
Ｕ
ｐ
ａ
ｎ
ｉ
ｓ
ａ
ｄ
）
が
引
用
さ
れ
な
が
ら
、
イ
ン
ド
人
は
万

物

の

根

底

＝
実

在

に
無

を
見

た
と

論
じ

ら

れ
て

お

り

、

そ

れ

は

絶

対

の

否

定

即

肯

定

を

説

く

大

乗

仏

教

の
論

理

と

、

イ

ン

ド
仏

教

の

無

我

の

論

理

が

、

大

乗

仏

教

の

有

即

無

の
絶

対

無

の
論

理

に
包

括

さ

れ

る
過

渡

的
形

態

と

し

て

位

置

づ

け

ら

れ

、

そ

の
す

べ

て

が

心

の

論

理

と

し

て

、
〈
東

洋

の

論

理

〉

と

同

義

の

も

の

と

し

て

提

示

さ

れ

て

い
く

の
で

あ

る
。

以

下

、

本

稿

で

は
こ

の

よ
う

に
纏

め

る
事

が

で

き

る
西

田

の

〈
東
洋

の

論

理
〉

の

性

格

に

つ

い
て

、

少

し

詳

し

く

検

討

し

て

い
く

が

、

そ

の

前

に

、
西

田
哲

学

の

本

質

規

定

の

一

つ

が

、
〈
東

洋

の

論

理

〉

と

定

義

さ

れ

た

経

緯

に

つ
い
て
簡
単
に
探

っ
て
お
こ

う
。

２

．
〈
東
洋

の

論

理

〉

の

射

程

西

田
幾
多
郎
の
哲
学
の
本
質
の

一
部
が
、
〈
東
洋
の
論

理
〉

と
し
て
特
傲

づ
け

ら
れ
る
と
い
う
通
説
は
、
ど
の
よ
う

に
し
て
確
立
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う

か
。
無
論
、
そ
れ
は
何
よ
り
も
、
西
田
自
身
の
次
の
よ
う
な
発
言
や
、
後
に

引
用

す
る
文

章
に
由
来
す
る
の
で
あ
ろ
う
。
例
え
ば
西
田
は
書
簡
の
中
で
、

「
我
々
東
洋
人
の
文
化
の
底
に
は
空
観
と

い
ふ
も

の
が

か
が
や

い
て
い
る
の

で

は
な
い
か
と
思
ひ
ま
す
。
宗
教
の
底
に
も
芸
術
の
底
に
も
　

私
は
こ
の
空

観

の
上

に
哲
学
を
築
き
上
げ
て
み

た
い
と
思
ひ

ま
す
」
（
書
簡
番
号
三
八
七
、

一
九
・
九
〇
）
と
い
う
発
言
や
、
「
私
は
固
よ
り
禅
を
知
る
も
の
で

は
な
い
が

元
来

人
は
禅
と
い
ふ
も
の
を
全
く
誤
解
し
て
居
る
の
で
褝
と
い
ふ
も
の
は
真

に
現
実
把

握
を
生
命
と
す

る
も
の
で

は
な

い
か
と
思
ひ
ま
す
。
　
私

は
こ
ん

な
こ
と
不

可
能
で
は
あ
る
が
何
と

か
し
て
哲
学
と
結
合
し
た
い
　
こ
れ
が
私

の
三
十

代

か
ら

の
念
願
で
御
座
ひ

ま
す

。
」
（
書
簡
番
号
一
七
三
八
、
一
九
・
二

二
五
）
と
い
う
言
葉
に
よ

っ
て
確
認
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
研

究
史
上
に
お
い
て
、
西
田
哲
学
を

〈
東
洋
の
論
理
〉
と
特
徴
づ

け

た
の
は
下

村
寅
太
郎
で
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
か
。
下

村
は
そ
の
講
演
の
中

で

、
「
西

欧
の
哲
学
の
論
理
学

の
形
成

が
数
十
世

紀
を
要
し

た
の
に
対

し
て

西
田

哲
学
は
と
に
か
く
東
洋
の
論
理
学
の
形
成
を
ほ
と
ん
ど

一
人
で
果
た
し

え

た
」

と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
発
言
を
受
け

て
上
山
春
平

は
、
「
東

洋
の
論

理
学
」
と

「
場
所
の
論
理
」
を
同
義
と
し
た
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
評
価
は



峰

島

旭

雄

に

よ

っ

て

も

行

わ

れ

て

い

る

。

と

こ

ろ

が

、

そ

れ

ら

の

内

容

は

ほ

と

ん

ど

西

田

哲

学

に

お

け

る

〈

場

所

の

論

理

〉

の

説

明

や

、

大

乗

仏

教

と

の

比

較

な

ど

に

限

定

さ

れ

て

お

り

、

イ

ン

ド

哲

学

と

い

う

観

点

か

ら

そ

の

内

容

を

検

討

す

る

と

い

う

視

点

は

、

皆

無

に

近

か

っ

た

の

で

は

な

い

だ

ろ

う

か

。

で

は

、

西

田

に

お

け

る

〈

東

洋

の

論

理

〉

の

形

成

過

程

と

、

そ

こ

に

お

け

る

イ

ン

ド

哲

学

の

評

価

の

変

遷

と

は

、

ど

の

よ

う

に

関

わ

っ

て

い

る

の

で

あ

ろ

う

か

。

３

．

イ

ン

ド

哲

学

に

対

す

る

評

価

の

変

遷

か

ら

見

た

〈

東

洋

の

論

理

〉

西

田

幾

多

郎

自

身

の

イ

ン

ド

へ

の

関

心

は

比

較

的

早

く

、

『

我

尊

会

文

集

』

に

収

録

さ

れ

て

い

る

「

告

印

度

国

」

（

一

六

・

五

八

八
－

五

九

〇

）

に

遡

る

事

が

で

き

よ

う

。

東

大

選

科

時

代

に

は

井

上

哲

次

郎

の

「

印

度

哲

学

講

義

」

を

聴

講

し

て

、

そ

の

ノ

ー

ト

を

長

く

保

存

し

て

い

た

（

一

三

・

一

八

四

）
。

明

治

三

十

八

（

一

九

〇

五

）

年

五

月

五

日

に

は

Ｄ

ｅ
ｕ
ｓ
ｓ
ｅ
ｎ

の

哲

学

史

（

恐

ら

く

"
Ａ

ｌ
ｌ
ｇ

ｅ
ｍ

ａ

ｉｎ

ｅ

　
Ｇ

ｅ
ｓ

ｉｃ

ｈ

ｉ
ｔ
ｅ

　
ｄ
ｅ
ｒ

　
Ｐ

ｈ

ｉ
ｌｏ
ｓ
ｏ
ｐ

ｈ

ｉ
ｃ

”

で

あ

ろ

う

）

を

読

み

（

一

七

・

一

四

二

）
。

明

治

四

十

四

（

一

九

一

二

年

十

二

月

五

日

に

は

印

度

宗

教

哲

学

会

と

い

う

会

合

に

出

席

し

て

い

る

（

一

七

こ

一

八

一

）
。

で

は

、

著

作

の

中

に

お

け

る

イ

ン

ド

哲

学

の

言

及

は

、

い

つ

ご

ろ

か

ら

現

わ

れ

る

か

と

い

う

と

、

そ

れ

は

『

善

の

研

究

』

の

準

備

稿

だ

と

さ

れ

て

い

る

「

純

粋

経

験

に

関

す

る

断

章

」

か

ら

始

ま

る

。

そ

こ

で

は

イ

ン

ド

哲

学

と

大

乗

仏

教

の

思

想

が

、

混

合

的

に

把

握

さ

れ

て

い

る

が

、

注

目

す

べ

き

は

、

大

乗
仏
教
の
涅

槃
の
思
想
が
、
〈
有
〉
と
し
て
把

握
さ
れ
て

い
る
次
の
よ

う
な

文
章
が
見
ら
れ
る
事
で
あ
る
。

「
右
の
説
に
由
り
て
見
れ
ば
、
仏
教
の
根
本
的
思
想
は
抽
象
的
一
元
論
に
て

此
世

は
仮
現
と
な
り
従
っ
て
厭
世
教
な
る
が
如
し
。
こ
の
如
き
思
想
は
波
羅

門
以

来
印
度
人
の
根
本
的
思
想
な
り
。
小
乗
仏
教
も
之
を
出
で
ず
と
言
え
ど

も
大
乗
仏
教
に
至
っ
て
は
然
ら
ず
。
大
乗
仏
教

の
涅
槃

は
無

に
あ
ら
ず
有
な

り
。
」
（
一
六
・
四
九
八
）
し

か
も
こ
の
段
階

に
お
い
て

は
、
西

田

に
と

っ
て

仏
教
は
ア
イ
デ
ヤ
リ

ズ
ム
（
観
念
論
）
で
あ
り

、
そ

の
本
質

は
世
界
の
根
本

で
あ
る
ブ
ラ

マ
　（
ブ
ラ

フ
マ
ン
）
は
大
我
即

ち
ア
ー
ト
マ
ン
で
あ
る
と
い
う

思
想
が
そ
の
本
質
で
あ
る
と

さ
れ
て
い
る
の
で
あ

る
（
一
六
・
五
二
〇
）。

こ
の
よ
う
な
イ
ン

ド
哲
学
理
解

は
、
『
善
の
研

究
』

の
内
容

に
。
や

や
整

理
さ
れ
た
形

で
反
映
さ
れ

て

い
る
。
西
田

に
よ
れ

ば
、
「
哲
学
と
宗
教

と
最

も
能
く
一
致
し
た
の

は
印
度

の
哲
学
・
宗
教
で

あ
る
。
印
度
の
哲
学
・
宗
教

で
は
知
即
善
で

迷
即
悪
で

あ
る
。
宇
宙
の
本
体

は
ブ
ラ

ハ
マ
ン

Ｂ
ｒａ
ｈｍ
ａ
ｎ

で
ブ
ラ

ハ
マ
ン
は
吾
人

の
心
即

ア
ー
ト
マ
ン

Ａ
ｔｍ
ａｎ

で
あ

る
。
此

ブ
ラ

ハ

マ
ン
即
ア

ー
ト
マ
ン
な
る
こ

と
を
知
る
の
が
、
哲
学
及

宗
教
の
奥
儀
で
あ
っ

た
。
」
（
丁

四
六－

四
七
）
宇
宙
の
本
体
と
自
己

の
心
の
本
質
が
根
源
的

に
同

一

で
あ

る
と

す

る
イ

ン
ド

哲
学
の

理
念

は
、
「
そ

れ

は
汝
で

あ

る
」
（
Ｔ
ａ
ｔ

ｔ
w
a
m　ａ
ｓ
ｉ
）
と
い
う
語
句

に
よ

っ
て
も
表
現
さ
れ
て
お
り
（

丁

一
五
六
）、

実
在
の
根
底
で
あ

る
原

理
は
神
な
の
で
あ
り
、
そ
の
神
は
宇
宙
の
大
精
神
な

の
で
あ
る
（
一
・
九
七
）
。

西
田

は
こ

の
よ
う
に
、
イ
ン
ド
哲
学

に
お
け
る
実
在
の
把
握
と
、
自
己
の



哲

学

に

お

け

る

そ

れ

が

近

い

も

の

と

し

て

、

イ

ン

ド

哲

学

を

肯

定

的

に

評

価

し

て

い

る

の

で

あ

る

が

、

神

が

実

在

で

あ

る

と

い

う

論

理

と

、
「
純

粋

経

験

に

関

す

る

断

章

」

に

お

け

る

仏

教

の

涅

槃

を

〈
有

〉

と

し

て

把

握

す

る

見

地

か

ら

、

こ

の

段

階

で

の

西

田

の

哲

学

は

、
〈

有

の

論

理

〉

を

基

盤

と

し

て

形

成

さ

れ

て

い

た

と

考

え

ら

れ

る

の

で

は

な

い

だ

ろ

う

か

。

と

こ

ろ

が

、

イ

ン

ド

哲

学

に

対

す

る

言

及

は

表

面

的

に

は

こ

こ

で

姿

を

消

し

、

西

田

は

絶

対

無

の

哲

学

の

確

立

に

専

念

す

る

事

と

な

る

。

そ

し

て

、

そ

れ

が

再

び

現

象

世

界

の

構

造

の

問

題

と

し

て

捉

え

直

さ

れ

る

『
形

而

上

学

の

根

本

問

題

・

続

編

』

の

中

の

「

形

而

上

学

的

立

場

か

ら

見

た

東

西

古

代

の

文

化

形

態

」

に

お

い

て

は

、

ギ

リ

シ

ャ

哲

学

の

イ

デ

ア

、

イ

ス

ラ

エ

ル

の

宗

教

に

お

け

る

人

格

神

に

対

し

て

、

イ

ン

ド

哲

学

に

お

け

る

唯

一

実

在

は

〈

無

〉

‘

で

あ

る

事

が

、

次

の

よ

う

に

説

明

さ

れ

て

い

る

。

少

し

長

い

文

章

で

あ

る

が

、

重

要

な

論

点

を

含

む

の

で

引

用

し

て

み

よ

う

。

「

ブ

ラ

マ

教

の

神

は

万

物

を

超

え

万

物

を

包

む

と

共

に

到

る

と

こ

ろ

に

内

在

す
る
神
で
あ
っ
た
。
イ
ー
シ
ァ
ー
・
ウ
パ
ニ
シ
ュ
ヅ
の
語
に
よ
れ
ば
、
此
世

に

あ

る

も

の

は

衣

に

纏

は

れ

る

如

く

偉

大

な

る

神

に

包

ま

れ

て

居

る

。

不

動

に

し

て

而

も

心

よ

り

早

き

唯

一

実

在

の

み

が

あ

る

。

如

何

な

る

感

官

も

彼

を

見

る

こ

と

は

で

き

な

い

。

彼

は

動

く

而

も

動

か

な

い

、

遠

く

に

あ

る

而

も

近

く

に

あ

る

。

万

物

を

彼

に

於

い

て

見

、

彼

を

万

物

に

於

て

見

る

彼

は

、

何

者

も

侮

蔑

せ

な

い

。
（
Ｍ
ｏ
ｎ

ｉｅ
ｌ
　
Ｗ

ｉｌｌ
ｉａ
ｍ

ｓ
，　
Ｈ
ｉｎ
ｄ
ｕ
ｉｓ
m

に

よ

る

」

か

か

る

唯

一

実

在

は

最

高

の

イ

デ

ヤ

と

い

う

如

き

も

の

で

も

な

け

れ

ば

、

況

し

て

イ

ス

ラ

エ

ル

の

人

格

的

神

と

い

う

如

き

も

の

で

も

な

い

。

…

…
…

パ
ル

メ

ニ

デ

ス

の

唯

一

実

在

は

有

の

極

限

で

あ
り

、

ブ

ラ

マ

教

の

神

は

無

の

極

限

で

あ

る

。

…

…

印

度

宗

教

を

単

に
万

有

神

教

と

考

え

る

の

は

、
私

は
当

た

ら

な

ひ

と
思

ふ
。

印

度

宗

教

の

精

髄

に

於

て

は

、

単

に

万

有

が
神

だ
と

い

ふ
の

で

は

な

い

。

そ

れ

は
万

有

を
も

否

定

す

る

も

の

で

な

け

れ

ば

な
ら

な

い
。

そ

れ

は

絶

対

の

否

定

即
肯

定

を
意

味

す

る

も

の

で

な

け

れ

ば

な

ら

な

い
。

大

乗

仏

教

に

於

て

は

、

色

即

是

空

空

即

是

色

の

思

想

に

達

し

た

の

で

あ

る
。
」
（
七

・
四

三
二
－

四
三
三
）

西

田

は

『
善

の

研

究

』

ま

で

と

は

一

変

し

て

、

イ

ン

ド
哲

学

に

お
け

る
実

在

の

思

想

を

、
〈
無

〉

で

あ

る

と

定

義

し

て

い

る
。

そ

の

論

拠

は
、
『
イ

ー

シ
ャ
ー
・
ウ
パ
ニ
シ
ャ
ッ
ド
』
（
Ｉ
ｓ
ａ
-
Ｕ
ｐ
ａ
ｎ
ｉ
ｓ
ａ
ｄ
）
の
一
、
四
－
六
頌
の
趣

意

訳

で

あ

る
が

、

こ

れ

は

Ｍ
ｏ
ｎ
ｉｅ
ｌ
　
Ｗ

ｉ
ｌｌ
ｉａ
ｍ
ｓ

の

『
ヒ

ン

ド

ゥ

ー

イ

ズ

ム
』

（
Ｈ
ｉ
ｎ
ｄ
ｕ
ｉ
ｓ
m
）
第
四
章
か
ら
の
重
訳
で
あ
り
、
注
目
す
べ
き
は
．
M
o
n
i
e
l

が
ウ
パ
ニ
シ
ャ
ッ
ド
の
思
想
を
万
有
神
教
的
教
義
（
ｐ
ａ
ｎ
ｔ
ｈ
ｅ
ｉ
ｓ
ｔ
ｉ
ｃ

ｄ
ｏ
ｃ
ｔｏ
ｒ
ｉｎ
ｅ
ｓ
）

で

あ

る
と

定

義

し

て

い

る

の

に

対

し

て

、

西

田

が

疑

問

を

呈

し

て

い

る
事

で

あ

る
。

彼

に

よ

れ

ば

、

イ

ン

ド

哲
学

の

〈
無

〉

の

思

想

は

、

そ

の
精

髄

に

お

い
て

は
万

有

を

否

定

す

る

絶

対

否
定

即

肯

定

の

思

想
で

あ
り

、

そ

れ

は

大
乗

仏

教

に

お
け

る

色

即

是

空

空

即
是

色

の
思

想

に

接

続

す

る

も

の

と

し

て

把

握

さ
れ

て

い

る

の

で

あ

る
。
『
善

の
研

究
』

に

お

い

て

は

、

イ

ン

ド

哲

学

と

大

乗

仏

教

を

貫

く

の

は

〈
有

の

論

理
〉

で

あ

っ
た

が

、

絶
対

無

の

場

所

の

論

理

が

確

立

さ

れ

て

以

降

、

そ

の

把

握

は

こ

の

よ

う

に

〈
無

の

論

理

〉

と

し

て

展

開

さ

れ

る

。

こ

こ

か

ら

我

々

は

、
後

の

課

題

と

し
て

、

こ

の

〈
無

の

論

理

〉

と

〈
東

洋

の

論

理

〉

と

の

関

係

に

つ

い
て

の
問

い

を

扱

う

段



階

に
到
達

し
た
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

西

田
は

『
日
本
文
化
の
問
題
』

に
お

い
て
、
東
洋
と
西

洋
の
〈
論
理
〉

に

つ

い
て

、
次
の
よ
う
に
述

べ
て

い
る
。
「
私

は
西
洋

論
理
と
云

ふ
も
の
と
東

洋

論
理
と
云
ふ
も
の
と
、
論
理

に
二
種
あ

る
と
云

ふ
の
で

は
な
い
。
論
理
は

一
で

な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
唯
そ
れ
は
歴
史
的
世
界

の
自
己
形

成
作
用

の
形

式
と
し
て
、
そ
の
発
展

に
つ
れ
て
異
な
っ

た
方

向
を
有
つ
に
至
る
の
で

あ
る
。

大
ま
か

に
云
へ
ぱ
、
西
洋
論
理

は
物
を
対

象
と
し

た
論
理
で
あ
っ
て

。
東
洋

論
理

は
心
を
対

象
と
し

た
論
理

で
あ

る
と

も

考
え

得

る
で
あ

ら
う
。
」
（
一

二
・
二
八
九
）

こ
の
よ

う
に
、
西
田

に
よ
れ
ば
西
洋
と

東
洋

に
二
つ
の

〈
論
理
〉
が
あ
る

訳
で
は
な
く
、
〈
論
理
〉
構

築
の
方

向

に
二

つ
の
異

な
る
形

式
が
あ
る

の
で

あ
る
。
そ
れ
で

は
、
西
田

に
よ

っ
て

〈
無
〉

の
思

想
と
特
徴
づ
け

ら
れ
た
イ

ン
ド
哲
学

は
、
ど

の
よ

う
な
〈
論
理
〉

的
性
格
を
有
す
る
の
で

あ
ろ
う
か
。

イ

ン
ド
文
化

は
ギ
リ

シ
ャ
文
化

と
並
ん
で

、
優
秀
な
哲
学
的
文
化
で
あ
っ
た

が

、
そ

れ
は
主
体
が
環
境
的
に
自
己
を
否

定
し
て
。
作
ら
れ
た
も
の
か
ら
作

る
も
の
へ
と
創
造
の
方
向
へ
向
か
う
も
の
で
は
な
く
、
主
体
が
主
体
自
身
の

底
へ
自
己
を
否
定
し
て
行
く
よ
う
な
文
化
で
あ
っ
た
（
一
二
・
三
五
八
）
。
こ

こ
で

は
、
〈
無
〉
が

〈
否
定
〉
と
言

い
換
え

ら
れ
て

お
り
、
イ

ン
ド
哲
学
が

あ
く
ま
で
主
体
の
根
底

に
お
け
る
自
己
否
定
に
関
心
を
抱

い
て

い
た
も
の
で

あ
る
事
が
明
確

に
さ
れ
て

い
る
。
で
は
、
こ
の
よ
う
な
イ

ン
ド
哲
学
の

〈
論

理
〉
を
、
〈
東
洋
の
論
理
〉
と

い
う
広
い
観

点
に
収

め
て

見

た
と
き
、
そ
の

本
質
は
ど
の
よ
う

に
理
解
さ
れ

る
の
で
あ
ろ
う

か
。
こ

の
問
題

に
対
し
て
の

西

田
の
論
述
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

「
そ
れ
で

は
東
洋
に
論
理
と
云
ふ
も

の
が
あ
つ
た

か
。
私
は
人
間
に
一
種
の

世
界

観
人
生
観
と
云
ふ
も
の
が
あ

る
か
ぎ
り
、
そ
こ

に
そ
れ
自
身
の
論
理
が

な
け

れ
ば
な
ら
ぬ
と
考
へ
る
の
で
あ

る
。
…
…
私

は
仏
教
に
は
、
そ
れ
自
身

の
物
の
見
方
考
え
方
が
あ
る
と
思

ふ
。
印
度
仏
教
が
如
何
に
し
て
然
な
つ
た

か
は
知
ら
な

い
。
併
し
仏
教
哲
学
の
対
象

は
物
で

は
な
く
し
て
心
で

あ
っ

た

と
思
ふ
。
主
語
と
な
っ
て

述
語
と
な
ら
な
い
実
体
が
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の

哲
学
の
中
心
問
題
で
あ
つ
だ
の
に
反
し
、
印
度
哲
学
で
は
我
と
云
ふ
も

の
が

中

心
問
題
で
あ
っ
た
。
仏
教
哲
学

の
主
張

は
無
我

に
あ
つ
た
。
而
し
て
大
乗

仏
教
に
至
っ
て
は
有
即
無
の
絶
対
無
で
あ
っ
た
。
」
（
一
二
・
三
六
三
）

こ
こ
で
特
徴
的
な
点
は
、
〈
東
洋
の
論
理
〉
と
は
〈
心
の
論
理
〉
で
あ
る

事
が
示

さ
れ
た
上
で
、

イ

ン
ド
哲
学

と
イ
ン
ド

仏
教
が
、
共

に
有
即

無
の

〈
絶
対

無
の
論
理
〉
を
説
く
大
乗

仏
教

に
包

括
さ
れ

る
過

渡
的
形
態
と
し
て

位
置
づ
け
ら
れ
る
よ
う
に
な

っ
て

い
る
事
で

あ
ろ

う
。
西
田

は
こ
の
よ
う
に

イ

ン
ド
哲
学
を
把
握
し
、
そ
れ
を
近

代
ヨ
ー
ロ
で
（

思
想
と
正
反
対
で

あ
る

が
故

に
、
現
代

の
世
界

に
貢
献

し
得

る
も

の
と
し

て
高

く
評
価

す

る
（
一

一
・
四
二
八
-
四
二
九
）
事
は
あ
っ
て
も
、
そ
れ
を
変
え
は
し
な
か
っ
た
と
考

え
ら
れ

る
。
我

々
は
こ
こ
で
こ
れ
ま
で
の
論
述
を
要

約
し
て

、
本
稿
の
結
論

と
し
た

い
。

４

．

ま
　

と
　

め

こ
れ
ま
で

、
西
田
幾
多
郎
の
イ
ン
ド
哲
学
評
価
の
変
遷

と
い
う
観
点
か
ら



〈
東

洋

の

論
理

〉

の
性

格

に

つ

い

て

考

察

し

て

き

た

が

、

そ

れ

は

次

の

よ

う

に
要

約
で

き

よ
う

。

西

田

は

初

期

の

『
善

の

研

究
』

ま
で

の

段
階

で

は

、

仏

教

の
涅

槃

の
思

想

を

〈
有

〉

と

把

握

し

、

ま

た

、

イ

ン

ド
哲

学

の

ブ

ラ

フ

マ

ン

と

ア

ー

ト

マ

ン
が

根

本

的

に
同

一

で

あ

る

と

い

う

思

想

を

、

自

ら

の

実

在

論

に
近

い

立
場

と

し

て

評

価

し

て

い

た

。

し

か

し

、

西

田

哲

学

が

〈
絶

対

無

の
場

所

〉

の

立
場

を

確
立

し

て
以

降

に

な

る

と

、

そ

の

評

価

は

一

変

し

て

、

イ

ン

ド
哲

学

の
実

在

の
思

想

を

〈
無

〉

で

あ

る

と

把

握

す

る

よ

う

に

な

る

。

そ

し

て

、
最

終

的

に

は

、
〈
東

洋

の

論

理
〉

と

し

て

の

〈
心

の

論

理

〉

が

、

大
乗

仏
教

で

説

く

よ

う

な

有

即

無

の

〈
絶
対

無

の

論

理

〉

で

あ

り

、

イ

ン
ド

哲

学

は
そ

れ

に
包

括

さ
れ

る

も

の

と

し
て

、

再

解

釈

さ

れ

る

よ

う

に

な

る

の

で

あ

る
。

こ

れ

に

は

、
西

田

哲

学

自

身

が

、
〈
有

〉

の

立

場

か
ら

〈

絶

対

無
〉

の

立

場

へ

と

転

回
し

た
事

が

関

係

し

て

い

る

と

考

え

ら

れ

る

が

、

そ

れ

を

確

か

め

る

た

め

に

は

、
西

田

の

著

作

に

し

た
が

っ
て

、
〈
絶

対

無

の

場

所

の

論

理

〉

の
形

成

に

大
き

な

役
割

を

果

た

し

た

と

考

え

ら

れ

る

諸

概

念

卜

例

え

ば

、

〈
自

覚

的

限

定
〉
－

に

つ

い

て

検

討

し

、

そ

れ

と

現

代

お

よ

び

古

代

の

イ

ン

ド

哲
学

の

発
想

と

を
比

較

し

て

、

そ

の

類

似

点

と

相

違

点

に
つ

い
て

、

さ

ら

に

考
察

を

進

め
て

い

く

必

要

が

あ

る

で

あ

ろ

う
。

そ

の

過

程

で

、
〈
東

洋

の

論

理
〉

の

継
承

す

べ
き

可

能

性

と

、

批

判

す

べ

き

限

界

も

ま

た
見

え

て

く

る

の

で

は

な

い

だ
ろ

う

か

。

（
１
）
　
拙
稿
「
〈
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
―
―
」
（
『
比
較
思
想
研
究
』
第
二
十
四
号
、
平
成
十
年
、

三
七
-
四
三
頁
。
）

（

２

）

『

西

田

幾

多

郎

全

集

』

（

第

四

刷

）

か

ら

の

引

用

は

、

漢

数

字

で

巻

数

と

頁

数

を

指

示

し

た

。

（

３

）
　

下

村

寅

太

郎

「

西

田

哲

学

の

歴

史

的

意

義

」

「

下

村

寅

太

郎

著

作

集

・

第

一

二

巻

・

西

田

哲

学

と

日

本

の

思

想

」

、

み

す

ず

書

房

、

一

九

九

〇

年

、

一

五

三

頁

。

（

４

）
　

上

山

春

平

「

西

田

哲

学

と

は

何

か

」

（

『

上

山

春

平

著

作

集

・

第

九

巻

・

創

造

的
な
思
想
家
た
ち
』
、
法
蔵
館
、
一
九
九
五
年
、
三
四
八
頁
）
。

（
５
）
　
峰
島
旭
雄
「
場
所
的
論
理
学
―
―
西
田
哲
学
と
東
洋
の
論
理
」
（
谷
口
龍
男

編

『

論

理

学

叙

説

』

。

学

文

社

。

一

九

七

九

年

、

一

九

六

頁

）
。

（

６

）
　

Ｍ

ｏ

ｎ

ｉｅ

ｌ
　

Ｗ

ｉ
ｌ
ｌ
ｉ
ａ
ｍ

ｓ

；
　

Ｈ

ｉ
ｎ

ｄ
ｕ

ｉ
ｓ
m

，
　
Ｎ

ｏ

ｎ

　
Ｃ

ｈ
ｒ

ｉ
ｓ
ｔ
ｉ
ａ
ｎ

　

Ｒ

ｅ

ｌ
ｉｇ

ｉｏ
ｕ

ｓ

　
Ｓ
ｙ

ｓ

ｔ
e
m

ｓ

Ｓ
ｏ
ｃ

ｉ
ｅ

ｔ
ｙ

　

ｆ
ｏ
ｒ

　
Ｐ

ｒ
ｏ
ｍ

ｏ

ｔ
ｉｎ

ｇ

　
Ｃ

ｈ
ｒ
ｉ
ｓ
ｔ
ｉ
ａ
ｎ

　
Ｋ

ｎ

ｏ
w

ｌ
ｅ

ｄ
ｇ

ｅ
.
　

１
９

１
９

．

な

お

、

同
頁
に
『
イ
ー
シ
ャ
ー
・
ウ
パ
ニ
シ
ャ
ッ
ド
』
（
Ｉ
ｓ
a
-
Ｕ
ｐ
ａ
ｎ
ｉ
ａ
ｓ
ａ
ｄ
）
の
趣
意
訳

が
示
さ
れ
て
い
る
。
西
田
の
引
用
と
、
　
Ｍ
ｏ
ｎ
ｉ
ｅ
ｌ
の
英
訳
、
お
よ
び
サ
ン
ス
ク

リ
ッ
ト
原
文
と
の
比
較
研
究
は
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

（

こ

う

だ

・

れ

つ

、

仏

教

学

、

東

洋

大

学

大

学

院

）
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