
〈
特
集
「
西
田
幾
多
郎
・
鈴
木
大
拙
　
再
考
-
グ
ロ
ー
バ
ル
と
ロ
ー
カ
ル
の
視
点
か
ら
-
」
１
〉

思
想
の
結
節
点
と
し
て
の
西
田
哲
学

は
じ

め

に

「
西
田
幾
多
郎
・
鈴
木
大
拙
　
再
考
―
―
グ
ロ
ー
バ
ル
と
ロ
ー
カ
ル
の
視
点

か
ら
―
―
」
と
い
う
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
テ
ー
マ
の
も
と
で
筆
者
に
与
え
ら
れ

た
課
題

は
、
西

田
哲
学
の
思

想
史
上

の
位

置
づ
け

に
関
す
る
提
題
で

あ
る
。

と

は
い
え
五

十
年
に
も
お
よ
ぶ
西

田
の
思

索
全
体
の
評
価
を
こ
の
わ
ず
か
な

分
量
で

十
分
に
展
開
す
る
こ
と
な
ど
不
可

能
で
あ
る
。
そ
こ
で
本
提
題
で

は
、

西

田
哲
学
が
東
西

の
思
想
の
結
節
点
に
あ
る
こ
と
を
示
す
こ
と
に
し
て
、
モ

の
呼
び
名
を
一
般
に
広
め
る
こ
と
に
な

っ
た
「
場
所
」
の
思
想
と
大
乗
仏
教

の
唯
識
思
想
と
の
関
係
、
お
よ
び
場
所
に
お
け
る
主
体
の
あ
り
か
た
を
端
的

に
あ
ら
わ
す
「
行
為
的
直
観
」
概
念
と

ハ
イ
デ

ガ
ー
哲
学
と
の
関
係
に
つ
い

て

論
じ
る
こ
と
で
そ
の
責
務
の
一
端
を
果
た
す
こ
と

に
し
た
い
。

提
題

に
先
だ
ち
西
田
の
思
想
の
流
れ
を
概
観
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
お
お

平
　

山
　
　
　

洋

む

ね

直
接
経
験

（
一
九
〇

五
）
・
純

粋
経

験

（
一
九
一

こ

・
自

覚

（
一
九
一

七
）
・
場
所
（
一
九
二
六
）
・
絶
対

弁
証
法
（
一
九
三
四
）
・
行
為

的
直
観
（
一
九

三
五
）
・
矛
盾
的
自
己
同

一
　（
一
九
三
七
）
の
順
に
進
行
す

る
。
こ

の
う
ち
自

覚
ま
で
を
前
期
哲
学
、
場
所
以

降
を
後

期
哲
学

（
狭
義
の
西
田
哲
学
）
と
呼

ぶ
こ
と
が
通
例
と
な

っ
て
い
る
。
本
提
題

は
後
期
哲
学
の
成
立
に
あ

た
っ
て

唯
識
思
想
が
果
た
し
た
役
割
に
つ
い
て

推
測
し

、
さ
ら
に
そ
の
「
場
所
」
の

哲
学

に
お
け
る
「
行
為
的
直
観
」
概
念
に

ハ
イ
デ
ガ
ー
の
「
存
在
了

解
」
概

念
が
与
え
た
影
響
に
関
す
る
考
察
を
お
こ
な
う
。

一
　

場

所

と

唯

識

思

想

の

関
係

真

に
オ
リ

ジ
ナ
ル
な
哲

学
と
し
て
の
西

田
哲
学
が
論
文

「
場

所
」
（
一
九

二
六
）
に
は
じ
ま
る
と
い
う
こ
と
は
、
す
で

に
定

説
と
な

っ
て

い
る
。

筆
者

は
そ
の

「
場
所
」
論
文
に
従
来
ま
で
指
摘
さ
れ
て
こ

な
か
っ
た
東
の
思
想
と



西
の
思
想
の
結
節
点
の
例
が
あ

る
と
考
え
る
。

場
所
概
念
は
お
お
む
ね
以
下
の
五

つ
の
特
性
を
有
し
て

い
る
。
ま
ず
第
一

に
、
意
志
を
発
現
さ
せ
る
も

の
で
あ
り
な
が
ら
そ
れ
自
体
は
作
用
す

る
こ
と

の
な
い
鏡
の
ご
と
き
も
の
と
し
て
の

「
場
所
」
は
、
自
覚
の
哲
学
の

「
絶
対

自
由
の
意
志
」
の
延
長
上

に
想
定
さ
れ
る
な

に
も
の
か
で
あ
る
、
と

い
う
こ

と
で
あ
る
。
第
二
は
、
自
覚
で
は

「
意
志
」
が
重
要
視
さ
れ
て
い

た
の
に
た

い
し
て
、
場
所
で
は
そ
れ

に
か
わ

っ
て

「
直
観
」
が
尊
重
さ
れ
て

い
る
こ
と

で
あ
る
。
第
三
は
、
場
所
の
論
理
と

は
超
越
論
的
主
観

（
意
識
一
般
）

に
よ

る
対

象
の
構
成
作
用

で
は
な
く
、
意
識
と
対
象
が
と
も
に
場
所
に
お

い
て
あ

る
、
と
考
え

る
立
場

で
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
第
四
は
、
場
所
に
は

「
有
の
場

所
」
（
存
在

界
）
、
「
対
立

的
無
の
場
所
」
（
意
識
界
）
、
そ
し

て

「
真

の
無
の

場
所
」
（
叡

智
界
）

の
三
通
り
が

あ
る
こ
と
で

あ
る
。
さ
ら

に
第
五

と
し
て

は
、
そ
れ
ら

の
三
つ
の
場
所
は
重
層
的
に
構
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
場
所

が
重
層
的
で
あ
る
と
い
う
の
は
、
そ
れ
ら
が
別
々

に
あ
る
と

い
う
の
で
は
な
く
て
、
「
有

の
場
所
」

は
「
対

立
的
無

の
場

所
」

に
お
い
て

あ
り

、
ま
た
そ
の
「
対

立
的
無
の
場
所
」
は
「
真
の
無
の
場
所
」

に
お
い
て

あ
る
、
と
い
う
関

係
を
と

っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

西
田
自
身

は
こ

の

「
場
所
」

の
論
理
の
発

想
の
原

点
を
、
（
有
る

も
の
は

何
か
に
於
て
な
け
れ
ば

な
ら

ぬ
、
然
ら

ざ
れ
ば
有
る
と
い
ふ
こ
と
と
無
い
と

い
ふ
こ
と
と
の
区
別
が

で
き

な
い
の
で
あ
る
。
…
…
此
の
如

き
イ
デ

ヤ
を
受

取
る
も
の
と
も
云
ふ

べ
き
も

の
を
、
プ
ラ
ト
ン
の
テ
ィ
マ
イ
オ
ス
の
語
に
倣

う
て
場
所
と
名

づ
け

て
置

く
）
（
④
２
０
８
-２
０
９
）
’

と
プ

ラ
ト

ン
に
帰
し

て
い

る
。
い

っ
ぽ
う

「
場
所
」
論
文
を
通
し
て
大
乗
仏
教
的
な
思
想

に
直
接
言
及

し
て
い
る
部
分

は
な

い
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
筆
者

は
西
田
が
先
の
引
用

に

続
け
て
、
（
プ
ラ

ト
ン
の
空
間
と

か
、
受
取

る
場
所

と
か
い
ふ
も

の
と
、
私

の
場
所
と
名
づ
け
る
も

の
と
を
同
じ
い
と
考
へ
る
の
で

は
な
い
｝
（
④

２
０
９
）

と
書
い
た
と
き

に
、
そ

の
プ
ラ
ト
ン
と
の
「
違

い
」
の
部
分
に
、
西
田
が
そ

れ
ま
で

に
身

に
つ
け
て

い
た
大
乗
の
唯
識
思
想
が
あ

っ
た
の
で

は
な
い
か
と

推
測
す
る
。
も
と
よ
り
上
田
久
の
詳
細
な
伝
記

『
祖
父
西
田
幾
多
郎
』

か
ら

は
西
田
が
唯
識
思
想
を
積
極
的
に
学
ん
だ
形
跡
を
認
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

し
か
し
西
田
の
蔵
書
目
録
に
は
小

山
憲

栄
著

『
唯
識
三
十
頌
要

解
－

名
東

洋
心
理
学
指
針
』
『
成
唯
識
論
』
『
唯
識
二
十
論

述
記
』
『
成
唯
識
論
述
記
』

な
ど
が
記
載
さ
れ
て

い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
仏
教

（
真
宗
）
信
仰
の
篤
い
家

庭
に
育

っ
た
西
田
が
こ
れ
ら
の
文

献
を
読

ん
で

い
な
か

っ
た
と
は
考
え
ら
れ

な
い
。

そ
こ
で
唯
識
思
想
と

は
お
お
む
ね
次
の
よ
う
な
思
想
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

人
間
存
在
や
そ
の
他

の
諸
存
在
に
つ
い
て
種

々
の
言
語
表
現
が
な
さ
れ
る
が
、

そ
れ
は
す
べ
て
変
化
し
つ
つ
生
成
す
る
識
と
し
て
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
現

れ
と
し
て
は
、
一
切
の
感
覚

の
源

泉
と
な

っ
て

い
る
「
阿
頼
耶
識
」
、
意
志

的
精
神
作
用
と
し
て
の
「
末
那
識
」
、
そ
し
て
五

感
と
意
識

で
構
成
さ
れ

る

「
六
識
」
と
い
う
三

つ
の
カ
テ
ゴ
リ

ー
が
あ

る
。

分
別
が
生

じ
る
の
は
そ
れ

ら
が
生
じ
て
い
る
た

め
で
あ
る
が
、
と
り
わ
け
阿
頼
耶
識
は
常
に
作
用
す
る

深
層
心
理
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
阿
頼
耶
識
の
世
界
は
い
か
な
る
迷

い
の

力
も
な
く
な

っ
た
世
界
で
あ
り
、
不
可
思
議
・
善
・
永
遠
に
し
て
不
動
で
あ



る
。
そ
し
て
そ
れ
は
安
楽
で
あ
り

、
解
脱
し
て
自

由
に
な
っ
た
身

体
に
宿
る
。

こ
れ
が
大

い
な
る
沈
黙
の
聖
者
の
真

理
な
の
で
あ
る
、
と
。

も
と
よ
り
唯
識
思
想
は

ヨ
ガ
の
修
行

を
積
む
こ

と
に
よ
っ
て
阿
羅

漢
と
い

う
聖
者
を

め
ざ
す
こ
と
を
目
的

に
し
て
い
る
た
め
、
実
践

的
側
面

が
強
く
打

ち
出

さ
れ
て

い
る
。
と

は
い
え
こ

の
唯
識
思
想
に
お
い
て

存
在
界

と
し
て
の

「
有
の
場
所
」

は
六
識

に
、
ま
た
意

識
界
と
し

て
の

「
対

立
的
無
の
場

所
」

は
末
那
識

に
対
応
す

る
ば

か
り

か
、
さ
ら
に
一
切

の
源
泉
と
し
て
の
阿
頼
耶

識
の
性
質
は
、
プ
ラ
ト
ン
の
「
場
」
よ
り
も
西
田
の
「
真
の
無
の
場
所
」
に

近

い
の
で
あ

る
。

プ

ラ
ト
ン
は
『
テ

ィ
マ
イ
オ
ス
』

に
お
い
て
、
直
接
感
覚
に
与

え
ら
れ
て

い
る
世
界

を
常

に
存
在
し
て

い
る
「
場
」

と
そ
の
中
に
そ
の
都
度
生
起
す
る

映

像
の
よ

う
な
「
生
成
」

と
に
分
け

、
そ

の

「
場
」

の
性
質

に

つ

い
て
、

（
〔
「
場
」

の
種

族
は
〕

お
よ
そ
生
成
す

る
限
り

の
す

べ
て
の
も

の
に
そ

の
座

を
提

供
し
、
し
か
し

自
分

自
身
は
、
一
種
の
擬
い
の
推
理
と
で
も
い
う
よ
う

な
も
の
に
よ
っ
て

、
感
覚
に
は
頼
ら
ず
に
捉
え
ら
れ
る
も
の
な
の
で
し
て
、

ほ
と
ん
ど
所
信
の
対
象
に
も
な
ら
な
い
も
の
な
の
で
す
）
　
(
５
２
Ｂ
)
 
と
い
う

説
明
を
お
こ
な

っ
て
い
る
。
こ
の
プ
ラ
ト

ン
の

「
場
」
と
は
一
致
し
な
い
が

唯
識
に
は
対
応
す
る
三
つ
の
側
面
が
、
西
田
の

「
場
所
」
に
は
見
受
け
ら
れ

る
。
ま
ず
第
一
に
、
「
場
所
」

に
は

〈
一
切
を
生
じ
さ
せ
る
根
源
的
創
造
者
〉

の
役
割
が
与
え
ら
れ
て
い

る
こ

と
で

あ
る
。｛

真
の
無
の
場

所
と

い
ふ
の

は

如
何
な
る
意
味
に
於
て
の
有
無
の
対
立
を
も
超
越
し
て
之
を
内
に
成
立
せ
し

め

る
も

の
で
な
け

れ
ば

な
ら

ぬ
）
（
④

２
２
０
）
°　（

何
処

ま
で
も
限

定
す

る
こ

と

が

で

き

な

い

と

い

ふ

意

味

に
て

は

無

で
あ

る
が

、

而

も

す

べ

て

の

有

は
之

に

於

て

あ

る

も

の

で

な

け

れ

ば

な

ら

ぬ

）
（

④

２
４
４
）
°

こ

う
し

た

側

面

は
唯

識

思

想

に

お
け

る

「
一

切

の

種

子

を

も

つ
」

も

の

と

し

て

の

阿

頼

耶

識

と
同

じ

で

あ

る

。

ま

た

第

二

に

、

西

田

の

場

合

「
場

所

」

を

〈
苦

楽

を

超

越

し

た

一

種

の

境

地
〉

と

し

て

描

い

て

い

る

。
（

所
謂

直

覚

に

於

て

既

に

真

の

無

の

場

所

に

立

つ

の

で

あ

る

が

、

情

意

の

成

立
す

る
場

所

は

更

に

深

く

広

い

無

の

場

所

で

な

け

れ

ば

な

ら

ぬ
）
（

④

２
２
４
-
２
２
５
）
°

　（

所

謂

意

識

の

野

と

は

否

定

的

無

な

る

が

故

に

、

感

覚

的

な

る
も

の

の

背
後

に
考

へ

ら

れ

る

基

体

即

ち

物

は

消

滅

し

て

、

感

覚

の

背

後

に
は

唯

無

が
見

ら

れ

る
、

感

覚

は

無

よ

り

生
ず

る

と

考

へ

ら

れ

る

）
（
④

２
３
６
）
°

こ

う

し

た
真

の

無

の

場

所

の

あ

り

か

た

は

「
感

覚

を

超

え

た

捨

受
」

と

し

て

の
阿

頼

耶

識

に

通

じ

る
。

さ

ら

に

第

三

と

し

て

、
西

田

の

場

所

は

〈
道

徳

的

価

値

の
世

界

〉

の

性

質

を

も

っ
て

い

る
。

（
〔
真

の

無

の

場

所

の

〕

世

界

に
於

て

は

広
義

に
於

け

る

善

の

み

実

在

で

あ

る

と
云
ひ
得
る
で
あ
ら
う
｝
（
④
２
３
１
-
２
３
２
）
。
阿
頼
耶
識
は
「
無
漏
界
な
る
け

が

れ

な

き

世

界

」

で

、

そ

こ

に
は

善

し

か

あ
り

え

な

い
と

考

え

ら

れ

て

い

る

の

で

あ

る

か

ら

、
「
場

所

」

は

善

悪

と

無

関

係

な

プ

ラ

ト

ン
の

「
場

」

よ

り

も

や

は

り

唯

識

思

想

に
近

い
と

い
え

る
。

さ

て

、

先

に

も

述

べ

た
よ

う

に
、

西

田

の

真

の
無

の

場

所

は
阿

頼

耶

識

で

は
な

い
か

、

と

い

う

筆

者

の

考
え

は

ま

っ
た

く

の
推

定

に
す

ぎ

な

い

。

と

は

い
え

西

田

が

『
テ

ィ

マ
イ

オ

ス
』

を

読

ん

で

プ

ラ

ト

ン

の

「
場

」

の

考

え

に

触

れ

た
と

き

に
、

同

じ

く

「

場
」

と

い

う

意

味

を
も

つ
阿

頼

耶

識

を

思

い
浮

か
べ

な

か

っ

た
と

は

ほ

と

ん
ど

信

じ

が

た

い

。

あ

る

い

は
西

田

は

「
場

所

」



論
文

を
書

い
て

い
た
と
き

に
、
自
ら

の
思

想
は
プ
ラ
ト
ン
の
導
き

に
よ
る
と

は
い
え

、
し
か
し

そ
の
核

心
は
オ
リ

ジ
ナ
ル
な
も

の
だ
と
考
え
て

い
た
の

か

も
し
れ

な
い
。
そ
う
で

あ
る
と
し
て
も
、
西

田
の
精

神
の
根
底
に
大
乗
仏
教

の
唯
識

に
由
来
す

る
土
着

的
な
思
想
が
あ

っ
て

、
彼

は
知
ら
ず
識
ら
ず

の
う

ち

に
そ
れ

に
添

っ
て

思
索

を
巡
ら
せ

た
と

い
う
可

能
性
は
十

分
に
あ
り
う

る

で
あ
ろ
う
。

二
　

行

為

的

直

観
と

ハ
イ

デ

ガ

ー

哲

学

の

関

係

西
田
幾
多
郎
と
マ
ル
テ
ィ
ン
=
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
。
と
も
に
存
在
者
に
お
け

る
「
無
」
を
重
要
視
し
た
点

か
ら
も
、
ま
た

い
ず
れ
も
が
壮
大

な
哲
学
体
系

を
打
ち
立
て

た
点

か
ら
も
、
さ
ら
に
戦
間
期

の
日
独
両
国

に
お
い
て
果
た
し

た
役
割
が
近
似
し
て

い
た
点

か
ら
も
、
比
較

さ
れ
並

び
称

せ
ら
れ

る
こ
と
が

多
い
。
管
見

に
よ
れ
ば
、
西
田
が

は
じ

め
て

ハ
イ

デ

ガ
ー
に
言
及
し
て

い
る

の
は

フ
ラ
イ

ブ
ル
ク
に
留
学
し
て

い
た
務

台
理
作

に
宛
て

た
書
簡
（
一
九
二

七
年
二
月
一
八
日
付
）
に
お
い
て
で
あ

る
。
そ
こ
で
西

田
は
務

台
に

マ
ー
ル

ブ

ル

ク
大
学
の

ハ
イ
デ

ガ
ー
を
訪
問
す

る
よ
う
勧

め
て

い
る

の
で

あ
る
が
、

『
存
在
と
時
間
』

の
公
刊

は
ま

さ
に
そ
の
同
じ

月
で

あ

っ
た
か
ら
、
あ
く
ま

で

フ
ッ
サ

ー
ル
の
弟
子
で
現
象
学
研
究
者
と
し
て

の

ハ
イ

デ

ガ
ー
を
念
頭

に

お
い
て
の
こ
と
で
あ

っ
た
。
西
田
が
務
台

か
ら
送
ら

れ
た

『
存
在
と
時
間
』

に
触
れ
た
の

は
同
年
六
月
の
こ
と
で
、
礼
状

に
｛

Ｈ
氏

の
書

は
か
ね
て
期
待

し
て
ゐ

た
の
で
其

中
読

ん
で

見
た

い
と

思
ひ
ま

す
｝
（
⑩

３
２
７
）
と

書
き
、

同
年
一
〇

月
ま
で

に
は
何

度
か
読
み
返

し
て
（

ち
と
く
ど

い

が
大
変

面
白

い
）
（
⑩

３
３
３
）

と

い

う
感

想

を

述

べ

て

い

る

。

と

こ

ろ
が

意

外

な

こ
と

に

、

こ

の

二

年

後

に

あ

ら

わ
れ

る

ハ
イ

デ

ガ

ー

へ

の
評

価

は
決

し

て
高

く

は
な

い
の

で

あ

る

。
西

田

の
著

作

で

ハ
イ

デ

ガ

ー

に

言
及

し

て

い

る

の

は

「
自

覚

的

一

般

者

に

於
て

あ

る
も

の
及

そ

れ

と

そ

の
背

後
に
あ
る
も
の
と
の
関
係
」
（
一
九
二
九
年
四
～
六
月
発
表
、
『
一
般
者
の
自
覚
的

体
系
』
所
収
）
が
最
初
で
あ
る
が
、
そ
こ
で
彼
は
《
ハ
イ
デ
ッ
ゲ
ル
の
解
釈

学
的
現
象
学
の
立
場
と
い
ふ
の
は
、
フ
ッ
サ
ー
ル
の
立
場
に
比
し
て
一
歩
を

進

め

た

点

は
あ

る
が

、
未

だ

現

象

学

的

立

場

其

者

に
伴

ふ
根

本

的

欠

陥

を

脱

し
得
た
も
の
と
云
ふ
こ
と
は
で
き
な
い
》
（
⑤
３
４
９
-
３
５
０
）
と
述
べ
て
い
る
。

ま
た
翌
一
九
三
〇
年
二
月
の
和
辻
哲
郎
宛
書
簡
で
は
、
《
ハ
イ
デ
ッ
ゲ
ル
に

は
死
に
ゆ
く
所
は
あ
る
が
生
れ
出
る
所
が
な
い
》
（
⑩
４
０
２
）
と
、
ま
た
翌

三

一
年

一
月

に

ハ
イ

デ

ガ
ー

の

も

と

に

留

学
し

て

い

た
三

宅

剛

一

に

宛
て

た

書
簡
で
は
、
《
ハ
イ
デ
ッ
ゲ
ル
の
様
に
Ｗ
ａ
ｈ
ｒ
ｈ
ｅ
ｉ
ｔ
〔
真
理
〕
を
唯

Ｕ
ｎ
ｖ
ｅ
ｒ
ｂ
ｏ
ｒ
ｇ
ｅ
ｎ
ｈ
ｅ
ｉｔ
〔
非

隠

蔽

性

〕

と

し

て
見

る

と

い

ふ
事

は
十

分

で

は

あ

り

ま

せ

ぬ
　

事

実
真

理

は
そ

ん

な

も

の

で

は

あ

り

ま

せ

ぬ
　

そ

れ

は

唯

ギ

リ

シ
ャ
的
の
考
に
す
ぎ
ま
せ
ぬ
》
（
⑩
４
２
１
-
４
２
２
）
と
ま
で
書
い
て
い
る
。
さ

ら

に

著

作

の

中

で

も

、

例

え

ば

「
私

の

絶

対

無

の

自

覚

的

限

定

と

い

ふ

も

の
」
（
一
九
三
一
年
三
月
発
表
）
で
は
、
《
ハ
イ
デ
ッ
ゲ
ル
の
了
解
と
い
ふ
の
は

一
種

の

行
為

的

限
定

と

考

へ
る

こ

と

が

で

き

る

が

、

そ
れ

は
自

覚

を

失

っ

た

行

為

で

あ

る

、
了

解

の
世

界

と

い
ふ

の

は

現

在

を
有

せ

な

い
単

に

可

能

な

る

時
の
世
界
た
る
に
過
ぎ
な
い
》
（
⑥
１
６
５
）
と
厳
し
く
批
判
し
て
い
る
。

な

ぜ

こ

こ

ま
で

ハ
イ

デ

ガ
ー

を

否

定
し

な
け

れ

ば

な
ら

な

か

っ
た

の
で

あ



ろ
う
か
。
筆
者
の
み

る
と
こ
ろ
、
西
田

に
よ

る
ハ
イ

デ
ガ
ー
批
判

に
は
次
の

二
つ
の
理
由
が
考
え
ら
れ

る
。

一
つ
は
、
『
存
在
と
時
間
』

が
現
存
在

と
し
て
の
人

間
の
も

つ
不
安

や
恐

れ
を
鮮
や

か
に
分
析
し
描
き
出
し

な
が
ら

、
そ
こ

か
ら
脱
却
す
る
解
決
策
を

な
ん
ら
与
え
て

い
な
い
、
と
い
う
と
こ
ろ

に
あ
る
。

そ
も
そ
も

ハ
イ
デ

ガ
ー

の
構
想
で

は
前
半
部

に
す

ぎ
な
い

『
存
在
と
時
間
』

に
す
べ
て
を
求

め
る
の

は
酷
と

い
う
も

の
で

あ
る
。
と
は
い
え

、
断

定
は
で

き
な
い
の
だ
が
、
留
学

先
で

ハ
イ

デ
ガ
ー
に
師
事
し
て

い
た
三
宅
剛

一
や
和
辻

哲
郎
へ
の
返
信
に
は
、

自
ら

の
後
継

者
た
ち
が
（

弁
証
法

的
で

は
な

い
）
（
⑦

１
８
０
）

哲
学

に
傾

倒

す
る
こ
と

に
た
い
す

る
西

田
の
苛
立
た
し
さ
が
感
じ

と
れ
る
よ
う
に
思
わ
れ

る
。
逆

に

ハ
イ

デ
ガ
ー
や
そ
の
信
奉
者
か
ら
し
て
み

れ
ば
、
西

田
に
よ
る
そ

う
し

た
批
判

こ
そ

が
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
流
れ
を
汲
む

一
九
世

紀
型
哲
学
者
の
陥

り
が
ち
な
存

在
忘

却
の
典
型

と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で

あ
ろ
う
。

ま

た
二

つ
め
と
し
て
、
彼
ら
の
「
無
」
の
捉
え

か
た
が
決
定
的

に
異
な

っ

て

い
る
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る
。
西

田
は
大
乗
仏
教
の
方
向
か
ら
思
索
を
進
め
、

空
・
不

空
を
超
え
た
絶
対
的
な
る
も
の
と
し
て
の
無
を
い

っ
さ

い
の
根
源
と

し
た
。
彼
に
と

っ
て
無

と
は
、
前
節
で

も
述
べ

た
よ
う

に
、
「
場

所
」
と
し

て

自
覚
的
世
界
を
生
み
出
し
、
そ
れ
を
無
限

に
発
展
さ
せ

る
創
造
的

な
無
で

あ
る
。
そ
れ
に
た
い
し
て
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
無
は
、
世
界
=
内
=
存
在
と
し
て

の
現
存
在
に
と

っ
て
、
不
安
と

い
う
根
本
的
心
境
の
な

か
で
本
来
的

に
あ
ら

わ
に
な
る
不
気
味
さ

の
原
因
と
し
て
、
ネ

ガ
テ
ィ
ブ
な
も
の

に
す
ぎ

な
い
。

す
な
わ
ち

ハ
イ
デ

ガ
ー
は
無

を
あ
く
ま
で
西
洋
哲
学

の
立
場

か
ら

、
ニ
ヒ
リ

ズ

ム
を

批
判

す

る

た

め

に

重

要

視
し

た

の
で

あ

っ
た

。

創

造

主

と

し
て

の
無

と
存

在

忘

却

の

極

限

と

し

て

の

無
、

こ
れ

ほ

ど

鮮

や

か

に

対

立

す

る

無

の
解

釈
も

そ

う

は

な

い
で

あ

ろ

う

。

さ
き

ほ
ど

引

用

し

た

三

宅

宛

書

簡

で
西

田

は
、

《
ハ
イ
デ
ッ
ゲ
ル
の
考
で
は
E
n
t
w
u
r
f
〔
投
企
〕
と
か
Ｅ
ｎ
ｔ
ｓ
ｃ
ｈ
ｌ
ｏ
ｓ
ｓ
ｅ
ｎ
ｈ
ｅ
ｉ
ｔ

〔
決

意

性

〕

と

か

い
ふ

も

の

の

出

る
所

が

本

当

に

分

つ

て

ゐ

な

い

の
で

す

こ

れ

に

は

ど

う

し

て

も

私

の

「
無

の
自

覚

」

と

い

ふ
如

き

も

の

を

考

へ

ね
ば

だ
め
で
す
》
（
⑩
４
２
２
）
と
も
書
い
て
い
る
が
、
こ
こ
か
ら
も
西
田
が
あ
く

ま
で

無

を

起

点

と

し

た

目

的

論

的
世

界

を

構

想

し

て

い
て

、

そ

の

立

場

を
と

ら
な
い
哲
学
は
無
根
拠
で
あ
や
ふ
や
な
《
解
釈
学
的
現
象
学
た
る
に
過
ぎ
な

い
》
（
⑦
１
８
０
）
も
の
と
見
な
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。

そ

れ

で

は

『
存

在

と

時

間

』

に
早

く

か
ら

触

れ

な

が

ら

そ

れ

を

批
判

し

つ

づ
け

た
西

田

は

、

そ

こ

か

ら

何

も
受

け

取

る

こ

と

は

な

か

っ
た

の

で
あ

ろ

う

か
。

筆

者

の

考

え

で

は

、

場

所

の
哲

学

に
お

い
て

主

体

が

と

る

べ

き
あ

り

か

た

を
示

す

「
行

為

的

直

観

」

概

念

に

、

ハ
イ

デ

ガ
ー

の

「
存

在

了

解
」

概

念

の
影

と

で

も

い
う

べ

き

も

の

が

溶
け

込

ん
で

い

る

の
で

あ

る

。

前

節

で

は

扱

わ

な

か

っ
た

が

。

場

所

の
哲

学

と

唯

識

思

想

の
看

過

し

え

な

い
相

違

が

二

点

あ

る
。

そ

れ

は
ま

ず

第

一

に
、

場

所

の
哲

学

で

は

包

摂

（
主

語

・
述

語

）

関

係

の
形

式

的

側

面

が

「
論
理

」

と

し

て

重

要

視

さ

れ

る

の

に

た

い
し

て

唯

識

思

想

で

は
む

し

ろ

「
実

践
」

の

立
場

か
ら

現

実

の
精

神

の

あ

り

か

た

が

重

ん

じ

ら

れ

る

点

、

第

二

に
、

場

所

の

哲

学

に

は

表

だ

っ

た

「
行

」

的

側

面

が

な

い

の

に

た

い
し

て

唯

識

思

想

で

は

行

を

積

む

こ

と

に

よ

っ
て

阿

羅

漢

を

め
ざ

す

と

い
う

実

践

的

目
的

が

あ

る

点
で

あ

る
。

そ

こ

で



筆

者
は
こ
の
相
違

の
第

二
に
関

わ
る
こ
と
と
し
て
、

ハ
イ
デ

ガ
ー
の
存
在
了

解
概
念
を
受
容
し
た
西
田

が
自
ら

の
哲
学
の

「
行
」
方
向
の
不
十
分

性
に
思

い
い
た
り
、
結
果

と
し
て

直
観
と
行

為
の
結
合
体
で
あ
る
行
為
的
直
観
概
念

を
生
み
出

し
た
の
だ
、
と

考
え

る
。

こ
の
こ
と
は
西

田
の
行
為

的
直
観
と

ハ
イ
デ

ガ
ー
の
存
在
了
解
に
著
し
い

相
似
性
が
あ
る
こ
と
か
ら
推
測
で

き
る
。
す
な
わ
ち
、
両
者
の
相
似
の
第
一

と
し
て
、
い
ず
れ
も
が
〈
人
間

（
現
存
在
）
の
根
本
的
な
あ
り
か
た
〉
と
し

て
想
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る
。
行
為
的
直
観
は
、
《
我
々
が
創

造
的
で
あ

る
か
ぎ
り
、
物
が
我
で

あ
り
、
我
が
物
で
あ
る
、
我
と

物
と
が
一

と

考
へ
ら

れ
る
、
即

ち
直
観
的
と

考
へ
ら
れ
る
。
そ
こ
に
我
々
が
自
覚
す

る

の
で

あ
る
、
そ
こ

に
我

々
が
生
き

る
の
で

あ
る
、
そ
こ
に
我
と
い
ふ
も
の
が

あ
る
の
で
あ
る
。
行
為
的
直
観
な
く
し
て
我
と
い
ふ
も
の
は
な
い
》
（
⑧

３
４
８
）
と
表
現
さ
れ
る
。
い
っ
ぽ
う
存
在
了
解
は
、
《
わ
れ
わ
れ
は
、
こ
の
了

解
を
基
本
的
な
実
存
範
疇
と
し
て
解
釈
す
る
の
で
あ

る
が
、
そ
の
こ
と
か
ら

う
か
が
わ
れ
る
よ
う
に
、
わ
れ
わ
れ
は
こ
の
現
象
を
現
存
在
の
存
在
の
根
本

的
様
態
と
し
て
と
ら
え
る
の
で
あ
る
》
（
初
版
１
４
３
）
と
さ
れ
て
い
る
。
ま
た

第

二
に
、
い
ず
れ
も
〈
人
間

（
現

存
在
）
の
行
為
を
惹
起
す
る
〉
と
さ
れ
て

い
る
。
す
な
わ
ち
、
《
行
為
的
直
観
的
な
る
も
の
は
…
…
我
々
の
行
為
に
対

し
て
否

定
的
で
あ

る
と
共

に
我

々
を
動
か
す
も
の
、
我
々
の
行
為
を
惹
起
す

る
も
の
で
あ
る
》
（
⑧
４
９
８
）
°
い
っ
ぽ
う
存
在
了
解
は
、
《
了
解
す
る
と
い

う
こ

と
は
、
実
存

論
的
に
は
、
現
存

在
自
身
が
お
の
れ
の
存
在
可

能
を
存
在

す
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
さ
い
こ
の
存
在
は
、
お
の
ず
か
ら
に
し
て
、
お
の

れ
自
身
の
要
所
（
お
の
れ
自
身
が
何

に
懸
け
ら
れ
て
い
る
か
）
を
開
示
し
て

い
る
の
で
あ
る
｝
（
初
版
１４
４
）

と
あ

る
。
さ
ら

に
第
三
と

し
て

、
い
ず
れ
も

が

〈
人
間

（
現
存
在
）

に
と

っ
て

の
理
想
を
設
定

（
投
企
）
す

る
〉
と

い
う

こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る
。
ま
ず
（
行
為
的
直
観
に
よ
っ
て
見
ら
れ

る
も
の
が
イ

デ
ヤ
で
あ
る
。
故
に
イ
デ
ヤ
は
表
現
的
世
界
の
自
己
限
定
の
内
容
と

い
ふ
こ

と
が
で
き
る
｝
（
⑧

１
７
３
）

の
に
た
い
し
、
存
在
了

解
は
。（
根

源
的
に
、
現

存
在
の
そ
の
つ
ど
の
世
界

の
世
界
性
と
し
て
の
有
意
義
性
へ
む

か
っ
て
投
企

す
る
）
（
初
版
１
４５

の
で
あ

る
。
す

な
わ
ち
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て

の
理
想

は

行
為
的
直
観

（
存
在
了

解
）

に
お
い
て
あ
ら
わ

に
な
る
の
で
あ

る
。
さ
ら

に

第
四
と

し
て
、
い
ず
れ
も

が

〈
人
間

（
現
存

在
）

の
時
間

観
念

を
準

備
す

る
〉
こ
と
が
あ
げ
ら

れ
る
。
行
為

的
直
観
で

は
、
（
時
と

い
ふ
も

の
で
も
、

行
為
的
直
観
的
の
自
己
矛
盾

か
ら
成

立
す
る
の
で
あ
る
。
我
々
が
行
為
的
直

観
的

に
計
る
と
い
ふ
こ
と
か
ら

成
立
す

る
の
で
あ
る
｝
（
⑧

３
７
０
）

と
あ
る
。

同
様

に
、
（
日
常
的
現
存
在

は
、
…
…

〈
経
験
さ

れ
る
〉

時
間

を
、
身
近

か

な
存
在
了
解
の
地
平

に
お
い
て
、
す

な
わ
ち
、
こ
の
時
間
そ
の
も
の
を
も

一

種
の
客
体
的
存
在
者
と
し
て

、
了
解
し
て

い
る
｝
（
初
版
４
０５

と
さ
れ
て

い

る
。も

ち
ろ
ん

ハ
イ
デ

ガ
ー
の
存
在
了

解
と
西
田
の
行
為
的
直
観
に
は
こ
う
し

た
相
似
点
ば

か
り
で
は
な
く
相
違
点
も
あ
る
。
そ
れ
は
ま
ず
第

一
に
、
存
在

了
解

は
実
存
の
立
場
か
ら
の
あ

く
ま
で
主
観
的

な
あ
り
か
た
で

あ
る
の

に
た

い
し
、
行
為
的
直
観
は
客
観

主
義
の
立
場

か
ら
現
存
在
の
意
義

を
軽
視
し
て

い
る

点

で

あ

る
。

ま

た
第

二

に
、

存
在

了

解

に
お

い
て

い

か

に

解

意



（
Ａ
ｕ
ｓ
ｉｅ
ｇ
ｕ
ｎ
ｇ

　
=
解

釈

）

が

な

さ
れ

て

ゆ

く

の

か

に

つ

い

て

明

確

な

説

明

は

さ

れ

て

い

な

い

の

に

た

い
し

、
行

為

的

直

観

は

あ

く

ま

で

弁

証

法

的

に

展

開

す

る
と

さ

れ

る
と

こ

ろ
で

あ

る
。

こ

の
相

違

の
第

二

点

は

、

双

方

の

哲

学

者

の

立

脚

地

の

決
定

的

な
差

か
ら

生

じ

る

の
で

あ

る

が

、

そ

の

こ

と

を

別

に

す

れ

ば

、

西

田

の
行

為

的
直

観

と

ハ
イ

デ

ガ

ー

の

存

在

了

解

は

、

ほ

と

ん

ど
同

じ

内

実

を

有

し
て

い

る
。

ハ
イ

デ

ガ

ー

に

触

れ

る

前

の
西

田

が

行

為

的

直

観

に

類

す

る
概

念

を

唱

え

た
こ

と

は

な

か

っ

た

の

で

あ

る

か

ら

。
西

田

は

『
存

在

と

時

間

』

を
批

判

し

つ

つ

そ
こ

に
あ

る

存

在
了

解

概

念

か

ら

は

同

時
代

の

多

く

の

哲

学

者

と
同

じ

よ

う

に
影

響

を
受

け

た

こ

と

に

な

る

。

お

わ

り

に

以

上

、

西

田

の
思

想
が

大

乗

仏

教

の

唯

識

や

ハ
イ

デ

ガ
ー

の

哲

学

と

の
交

流

に

お

い
て

成

立
し

て

い

る
こ

と

を

見

て

き

た
。

思

想

と

い

う

も

の

は

そ
れ

自

体

他

の
思

想

か

ら

養

分

を
吸

い
取

り

な

が

ら

成

長

す

る

一

個

の

生

命
体

で

あ

る
。

西

田

が

プ

ラ

ト

ン
や

ア
リ

ス

ト
テ

レ

ス

ま

た

唯

識

思

想

を

自

由

に

媒

介

さ

せ

な

が

ら

自

ら

の

場

所

の
哲

学

を

築

い

て

い

っ
た

こ

と

、

ま

た

ハ
イ

デ

ガ

ー
哲

学

を

批
判

し

つ

つ

、

行
為

的

直

観

概

念

を

磨

き

あ

げ

る

に

あ

た

っ
て

は

存

在

了

解

概

念

に

影

響

さ

れ

た

と

考

え

ら

れ

る

こ

と

は

、

生

命

体

と

し

て

の

思

想

が

よ

り

豊

か

な
果

実

を

結

ぶ

た

め

に

不
可

欠

な

要

素

で

あ

っ
た

の
で

あ

る
。

筆

者

が

結

節

点

と

し

て

の
西

田
哲

学

の

思

索

の

広

が

り

を

示

す

た

め

に

取

り

上

げ

た

こ

れ

ら

二

つ

の
実

例

は

、

巨

大

な

生

命

体

の

構

造

を

解
き

あ

か

す

た

め

の

精

密

検

査

の
手

続
き

と

し
て

の

価

値

を

も

つ

の

で

あ

る

。

（
１
）
　
お
お
む
ね
当
該
概
念
を
中
心
課
題
と
す

る
著
作
が
刊
行
さ
れ
た
年
で
あ

る
。

（
２
）

『
西

田
幾
多
郎

全
集
』
第
四
巻

（
岩

波
書
店

‥
初
版

１
９
４
９
／１
１
）
二
〇

八
頁

か
ら
二
〇
九
頁
、
ま
た
（
　

）
は
引
用
、
…
…

は
中
略
を
示
す
。
さ
ら
に
以
下

で

〔
　
〕
は
筆
者

に
よ
る
補
記

、
〈
　
〉
は
強
調
の
た
め
に
用

い
る
。

（
３
）
　
南
窓
社
刊

（
１
９
７
８
／１
１
）
°

（
４
）
　
山
下
正

男
編

『
西
田
幾
多
郎

全
蔵
書
目
録
』
（
京
大
人
文
研

：
　
１
９
８
３
／３
）
°

（
５
）
　
ス
テ

フ
ァ
ヌ
ス
版
五
二
頁
Ｂ

を
示
す
。
引
用
文

は
種
山
恭
子
訳

『
プ
ラ
ト
ン

全
集
』
第
一
二
巻
（
岩
波
書
店
：
　
１
９
７
５
／
９
）
八
四
頁
。

（
６
）
　
こ
の
相
違
に
つ
い
て
は
す

で
に
溝
口
宏
平

に
よ
る
指
摘
が

あ
る
。
「
西
田
哲

学
と

ハ
イ
デ

ガ
ー
哲
学
」

大
峰
顕

編

『
西
田

哲
学
を
学
ぶ
人

の
た
め
に
』
（
世

界
思
想
社
：
　
１
９
９
６
／２
）
所
収
。

（
７
）
　
こ
の
点
に
関
し
て
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
終
了
後
、

パ
ネ
リ
ス
ト
の
一
人
で
あ
る
浅

見
洋
会
員
よ
り

、
「
現
実
の
西
田
の
参

禅
を

考
慮
す

れ
ば
、
場
所

の
哲
学
に
行

的
側
面
が

な
い
と
断
ず

る
の
は
早
計

で
は
な

い
か
」

と
の
疑
義
を
受
け

た
。

も

っ
と
も
、
筆
者
は
本
提
題

に
お
い
て
、
あ
く
ま
で

「
場
所
」

論
文

の
テ
キ
ス

ト
内
に
「
行
的
側
面
が
な

い
」
と
指
摘
し

た
に
す
ぎ
な
い
。

（
８
）
　
こ
の
相
似
に
つ
い
て
は
す
で

に
有

福
孝
岳

に
よ
る
指
摘
が
あ

る
。
「
西
田

に

お
け
る
行
為
的
直
観
」
前
掲

『
西
田

哲
学
を
学
ぶ
人
の
た
め
に
』

一
五

一
頁
。

（
９
）

『
存

在
と
時
間
』

初
版

の
頁
を

示
す
。
引

用

は
細

谷
貞
雄

訳

（
理
想

社

‥

１
９
６
３
／
１
２
）
　に
よ
る
。

（
ひ
ら
や
ま
・
よ
う
、
倫
理
学
・
日
本
思
想
史
、

静

岡

県

立

大
学

助

手

）
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