
木
村
敏
氏

の
コ
メ

ン
ト
に
答
え

て

z6a

村
瀬

雅
俊

小

論

の
結

論

は
、
次

の
三
点

に
要
約

で
き

る
。

〔
1
)
西
田
幾
多

郎

の

《
在

る

こ
と
は
、
働

く

こ
と

で
あ
り

、
知

る

こ
と

で
あ

る
》
と

い
う
主
張

は
、

マ
ン
ダ

ラ
と

し

て
表

現

可
能

で
あ
り

、

そ
れ

は
生

命

シ

ン
ポ

ル
と
し

て

の

「自

己

・
非
自

己

・
循

環
原

理
」

と

一
致

す
る
。

(11
>

《
マ
ク

ロ
の
世
界

で
起

こ
る

こ
と

は
、

ミ
ク

ロ

の
世

界

で
も
起

こ
り
、

こ
こ

ろ

の
世
界

で
も
起

こ

る
》

と

い
う

一
般
法

則

が

成
立

す

る
。

(
田
)

い
わ

ゆ
る

「分
裂

病
」

は
、

マ
ン
ダ

ラ

の

「解
体

」
、

あ

る

い
は

マ
ン
ダ

ラ

の

「統
合

障
害

」

と
し

て
理
解

可
能

で
あ

る
。

こ

の
よ
う

な
内
容

の
小
論

を

『
講

座

・
生
命

』

に
寄

稿

さ

せ

て
頂

い
た
上

に
、

分
裂

病

を
長

年

研
究

し

て
き

た
木

村
敏

氏

か

ら
、

そ
れ

に
対

し

て
過
分

の

コ
メ

ン
ト

を
頂

い
た

こ
と

に
、
紙

面

を

お
借

り

し

て
深

く
感

謝
申

し
上
げ

た

い
,

以
下

で
は
、
木

村
氏

の

コ

メ

ン
ト

に
触
発

さ
れ

て
考

え
た

こ
と
を
述

べ
て
み

た

い
と
思

う
D

ま
ず
、

禅
者

で
あ

る
鈴

木
大

拙

の
言
葉

を
引

用

し
た

い
。

《
「無

」

と
か

「
不
」

と

か

の
否
定

句

を
使

う

の

で
、

消
極
性

を

も

っ
て
い

る
か

の
よ
う

に
想
像

せ

ら
れ

る
か

も
知

れ
な

い
。

こ

一



こ
に
仏

教

や
東
洋

思
想

の
誤
解

せ
ら

れ

る
難
点

が
あ

る
。
真

実

は
消

極

が
積
極

で
、
否

定

が
肯
定

で
あ

る
。

こ
れ
を

「絶

対
矛

盾

の
自

己

同

二

と

い
う

の
で
あ

る
。

否
定

そ

の
も

の
を
肯

定

す

る
は

た
ら

き
、

こ
こ
に
東
洋

的
な

る

も

の

の
神

髄

に
触

れ

る

こ
と
が
可
能

に
な

る
。
西
田

君

の
論
理

は
実

に

こ
れ

を
道
破

し

て
遺
憾

な

し

で
あ

る
。

「A

は
非

A
だ

か
ら
、
そ
れ
故

に

A

で
あ

る
」

と

い
う
と

こ
ろ
ま

で
徹
底

し
な

く

て
は
、

験

お
よ
び
他

の
東

洋

的
な

る
も

の
の
深

所

に
手

を
著

け

る
わ
け

に
は
行

か

な

い

の
で
あ

る
。
》

(
「自

由

・
空

・
只
今

」
鈴

木

大
措

)

こころの老化 としての1.分 裂病」

こ
こ

で
、
私

が
特

に
注

目
し

た

い

の
は
、

「A

は
非

A
だ
か

ら
岱
そ
.れ
故

に

A

で
あ

る
」
と

い
う

「絶
対

矛
盾

的

な
形

式
論

理

」

で

あ

る
。

こ

こ
で
、

「A
」

を

「自

己

一
と
置

き

換

え

て
み
る
と

、、
木
村

氏

の
言

う
《
御

己

が
自

己

で
あ

る

た
め

に
は
」
.
自

己

は
非

自

己

に
出
会
わ
奮

て
は
な
ら
な
い
》
と
い
う

浮

在
論
的
差
塁

化

基
づ
.く
.衙

別
化
の
源
理
」
に

豪

す
る
.、
t
が
わ
か
る
。
ま
た
、

同
氏

は
、
分

裂

病
を

こ
の

「個
別

化

の
原

理
」
.の
障

害

乏
も

て
一.∵
早
く
か
ち

捉

え

て
恥

光
。

こ
の

こ
と
か

ら
、
禅

に
現

れ

て

い
る
よ

う

な
東
洋

の

「哲
理

」

の
中

に
、
.問

題
解

決

の
核
心

が
隠

さ
.れ

て

い
る
め
己で
は
な

い
か

と
考

え

ら
れ

る
。

そ

こ
で
、
次

に
、
「絶

対

矛
盾

的

な
形

式
論

理

]
蔦
の
意
味

を
探

・ρ
て
み

ま
う
コ
形

式
論

理

が
矛
盾

を

き
た

し

て
し
ま

う

の
は
、
対
立

す

る

も

の
を

一
つ
に
ま
と

め
て
表

現

七
て

.い
る
か
ら
に

他
な

ら
な

.い
。

そ
れ

が
、
根

源
的

に
は

「内

」
と

「外

」

の
対

立

な

の

で
あ

る
。

こ
こ

に
寸

「観

測
め

ジ

レ
ン
》

」
.の
起

源

が
あ
.る

こ
と

は
、.
小
論

で
述

べ
た
通

り

で
あ

る
。
従

っ
て
、
分

裂
病

は
、
木

村
氏

の
言

う
よ
テ
に

.雇

別
化
療

星

あ

讐

と
し
て
寵
・、..ま
た
つ
罠

の
・
メ
・
ト
に
あ
る
よ
う
に

観

測
の
ジ
レ
ン
ヱ

の
馨

障
害

と
し

て
も

捉
え

る

こ
と

が

で
き

る
.の
で
あ

る
9
.な
ぜ

な
ら
《
.
西

田
幾
多
郎

の
言

う

《
在

る

こ
と
は
、

働

く

こ
と

で
、
知

る

こ
と

で
あ

る
》

と

い
う
主
撹

か
ら

も
わ

か
る

よ
う

に
ハ.《
在

る
こ
と
》

と

い
う

「存

奮

と
、

《
知

る

・
と
》

と

い
う

認

越

の
間

に
同
形
性

が
存
在

す

る

か
ら

で
あ

る
。

実

は
、

こ

の

「A

は
非

A

だ
か

ら
γ

そ
れ

故

に
A

で
あ

る
」

と

い
う
絶

対
矛

盾

の
形
式

は
、

そ

の
中

に
隠

さ
れ

て

い
た

「時

間

」

を
意
識

化

す

る

こ
と

に
よ

っ
て
、

「発
展

の
原

理
」
と

な

る
の

で
あ

る
。

こ

こ
に
お

い
て
、
西

田
幾
多
郎

の
言
う

《
働

く

こ
と
》
と

の
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同

形
性

が
明

ら
か

に
な

る
。

こ
う

し
た
同

形
性

を
基

に
、
も

う

…
度

「
A
」

を

「自

己
」

と
置

き
換

え

て
み
よ
う
。

す

る
と

、
私

が

生
命

シ

ン
ボ

ル
と

し

て
提

唱

し
た

「自

己

・
非

自

己
循

環
原

理
」

と

一
致
す

る

こ
と
が

わ
か

る
。

し

か
も
、

そ
れ

は
、

小
論

の
図

5

で
示

し
た

よ
う
な

マ
ン
ダ

ラ

す
な

わ
ち

、
あ

ら

ゆ
る
対

立
物

の
統

合
、

永
遠

の
均
衡

と
揺

る
ぎ

な

い
永
続

の
状
態
1

と

し

て

表

現

で
き

る

の
で
あ

る
。

従

っ
て
、

「分

裂
病

」

を

マ
ン
ダ

ラ

の

「解
体

」
、

あ

る

い
は

マ
ン
ダ

ラ

の

「統
合
障

害

一
と

し

て
理
解

で

き

る
と

い
う

私

の
主

張

は
、

木
村
氏

の

こ
れ

ま

で

の
主

張

と
同
形

で
あ

る

こ
と

が
わ
か

る
。

こ
の
よ
う

に
、

「自

己

・
非
自

己

循
環

原

理
」

に
立
脚

し

た

「自

己

・
非
自

己
循

環
理
論

」

が
検

証

さ
れ

る
た

め
に

は
、
理

論

を
構

築

し

た

「自

己
」

と
同

形
な

「他
者

」

の
出

現

が
不
可

欠
.で
あ

る
。
私

に

と

っ
て

は
、
木

村

敏
氏

が
、

ま

さ

に
、

そ

の
よ

う
な
存
在

な

の
で
あ

る
。

も

ち
ろ

ん
、
別

の
検

証

の
あ
り
方

も

あ

る
。
そ
れ

は
、
「
理
論
構

築
者

自

ら
が
構

築

し
た
理

論

の
検
証

を
行

う

」
と

い
う
可

能
性

で

あ
る
。

そ

の
た

め

に
は
、

「
時
間
」

の
次

元

を
意
識

的

に
導

入
す

る
必
要

が

あ
る
。
具

体
的

に

は
、
理
論
構

築

「以
後

一

の

「私

」
か

ら
、
理
論
構

築

「以
前

」

の

「私

一
を
眺

め
る

と

い
う
作

業

す
な

わ
ち
、

「自

己
」
を

「非
自

己

」
化

す

る
作

業

を
行

う

こ

と

で
あ

る
。

こ

の
作
業

を
行

う

こ
と

に
よ
り

、

理
論

が
構

築

で
き
ず
、

何

の
理
解

も
進

展

し

て

い
な

か

っ
た
状
況
ー

そ

の
時
点

で

は
、
表

面
的

に
捉

え
得

る

「分
裂

」
状

態

は

}
切
存
在

し
な

い

が
、

理
論
構

築

「以
後

」

の

「私

一

と

い
う

立
場

か

ら
眺

め
た

時

に
、

は
じ

め

て

「概

念

の
統

合
障

害

」
と

い
う

か
た
ち

で
理

解

で
き

る

こ
と

に
な

る

の

で
あ

る
。

つ
ま
り

、

「事
後

」
的

に
、
は

じ

め

て

「分

裂
」

の
形

態

が
浮

き
彫

り

に

な

る
と

い
う

こ
と

で
あ

る
。

私

の

「内

一

に

「他
者

」

を
見

い
だ

す

こ
と

も
、

私

の

「外
]

に

「他
者

」
を
見

い
だ
す

こ
と
も

、
同

一
事
象

の
異

な

る
側
面

に
過
ぎ

な

い
。

そ
れ

は
、
木

村
氏

の
言

う

傘

水
平
的

な

あ

い
だ
」
と

「垂
直

的

な
あ

い
だ
」
と

い
う

同
じ

一
つ
の

「あ

い
だ
」

の
二

つ
の

ア
ス

ペ
ク
ト
》

に
他

な
ら

な

い
。

(小
論

の
図

4

に
あ

る
よ

う

に
、

「内
向

型
」
分
裂

と

「外
向
型

」
分
裂

と

い
う

二

つ
の
細

胞

分
裂

の
様
式

が

、
ど

ち
ら

も
細
胞

膜

の
陥

人
と

い
う

同

一
過
程

の
異

な

る

展
開

と

し

て
現

れ

る

こ
と

を
思

い
出

し

て

い
た

だ
く

と
、

こ
う

し
た

イ

メ
ー
ジ
を

つ
か
み
や

す

い
。
)
そ

れ
ら

が
統

合

さ
れ

る
時

、
理

論

は
検

証

さ

れ
、
さ

ら
な

る
発

展

の
段
階

へ
と
進

む
。
し
か

し
、
こ
う

し

た

「あ

い
だ
」
に
亀
裂

の
入

る
余

地

は
.常

に

つ
き
ま

と
う

。
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こころの老化 としての 「分裂病」

(
こ
の
よ

う
な

「創

造
性

と
破

壊
性

一
の

「
起
源

と
進
化

]

は
、
細

胞

の
場
合

も
同

様

に
生
起

す

る

こ
と
は
、
小
論

で
繰

り

返

し
述

べ

た
通

り

で
あ

る
。
)
も

っ
と

も
、
同
形

の

「分

裂
」

の
か
た

ち

は
、
異

な
る
立

場

の

「私
」

の
問

で
、
さ
ま

ざ
ま

な
形
態

を

取
り

得

る

こ
と

に

な

る
。

そ

の

「主

観
.的

」

な
症
例

と

し

て
、

精
神

病

理
学
的

な

「分
裂

病
]

を
位

置
づ

け

る

こ
と
が

で
き

る
と
私

は
思

う
。

も
ち

ろ

ん
、

「自

己

・非

自

己
循
環

理
論
]

の
立
場

か
ら

言

え
ば

、

「主
観

的

一
破

局
だ

け

で
な
く
、

「客

観
的

」
破

局
も

同

}
事
象

の
異

な

る
側

面

と
し

て
表

面
化

す

る
。
な
ぜ

な
ら

、
私

の
理

論

は
、

「自

己
」
も

「非
自

己
」

も

「循

環

過
程

」
を
通

し

て
対
等

に
取

り

入
れ

て
お
り
、

し
か

も

《
マ
ク

ロ
の
世
界

で
起

こ
る

こ
と

は
、

ミ
ク

ロ
の
世

界

で
も
起

こ
り

、

こ

こ
ろ

の
世

界

で
も
起

こ
る
》
と

い
.う

】
般
法

則

が
成
立

す

る
か
ら

で
あ

る
。

例

え
ば
、

激

し

い
感
情

ー

つ
ま
り
、
愛

や
憎

し
み
、

喜
び

や
悲

し

み
ー

に
流

さ

れ

て

い
る
時

は
、

誰

で
も
度

を
過
ぎ

た

こ
と

を
言

っ
た

り

す

る
よ
う

に
、
私

達

は

「自

己

」

の
中

に
存
在

し
な

が
ら

、

そ
れ
と

気

づ
か
ず

に

い
た
無

意
識
的

な

「非

自

己
」

に
、

思

い
が
け
ず

直
面

さ
せ

ら
れ

て
し
ま

う

こ
と
が

あ

る
。

そ
ん

な
と
き

、
普

段
な

ら
ば

拒
絶

で
き

そ
う

な
訳

の
分

か
ら

な

い
観

念

さ

え

す
い

も
、

}
見

健

康

そ

う
な

人

々

の
こ

こ
ろ
を
捕

ら
え

て
し

ま
う

。

こ
れ

が
、

「精

神

的

な
伝

染
病

」

な

の
で
あ

る
。

そ

の
起

源

に

は
、

　　

ロ
ー

レ
ン

ツ
の
言

う

「気
分

伝
染

一
が
あ

る

こ
と

は
言
う

ま

で
も
な

い
。
私

は
、
小
論

に

お

い
て
、

「主
観

的
」
破

局
も

、

「客
観

的

一

破

局

も
、
さ

ま
ざ

ま

な
対
立

間

の

「分

裂
」

と
し

て
現
れ

る

こ
と

を
、

「
こ

こ
ろ

の
老
化

一
と

い
う
広

義

の

「分
裂
病

」
概
念

と

し

て

捉

え

て

み
た

の
で
あ

る
。

こ

の
よ
う

に
、
学
問

は
、
個

別
的

な
研
究

が
互

い
に
相
補

的

に
重

な

り
合

い
、
関

係

し
合

い
な

が
ら
、

瓢

た
な
展

開

へ
向

け

て
果

て
し
な
く

進
展

す

る
。

こ

の

「学
問

」

の
本
質

は
、

「生
命

」

の
本

質

に
他
な

ら
な

い
。

そ

の
意
味

で
は
、
今

後
、
ど

の
よ
う
な

理
論

展

開

を
実

践
的

に
示
す

こ
と

が

で
き

る
か
と

い
う

こ
と
も

、
私

が
構
築

し

た
理
論

の
厳

し

い
険
証

と

な

る

こ
と

は
確

か

で
あ

る
。

円息

最
後

に
、

記

号
学
者

の

ロ
ラ

ン

・
バ
ル
ト

の
言
葉

を
引

用

し

て
お
き
た

い
D

《
こ

こ
で
お

目

に
か

け

る

の
は
、
:
:
:
あ
る
種

の
歴
史

な

の
だ
。

・…

私

の
望

み
は
人

々

が
そ

こ
に
、
あ
る
学
説

が

も

つ
さ
ま

洵

耀 懸 騨鞭晩
馳
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ざ

ま

の
確

証

と
か
あ

る
研
究

の
結
果

ゆ

る
ぎ

な

い
も

の
と
さ

れ
た
も

ろ
も

ろ

の
結
論

な
ど

で
は
な
く

、

む
し

ろ
、
修

業
時

代

に

つ
き

も

の

の
信
念

や
誘

惑

や
試

み
を
読

み
と

っ
て
ほ
し

い
と

い
う

こ
と

で
あ

る
。

そ

こ
に

こ
そ
…
…

意
味

が

・…

:
あ

る
。
》

東
洋

で
は
、

「哲

理

」
を

生
き

る

こ
と

に
重

き

が
置

か

れ

て

い
る
こ
と
を

考
え

る
な
ら
ば

、

「
マ
ン
ダ

ラ
」

を
自

得

し

つ
つ
生

き

る

こ
と

が

で
き

る
か
否

か
と

い
う

こ
と

が
、
私

達

に
と

っ
て
、

こ
れ

か
ち

の
課

題

で

は
な

い
だ

ろ
う

か
。

文

献

(
1
)

西
田
幾
多
郎

(
[
九
三
七
)

「論
理
と
生
命
」
『
西
田
幾
多
郎
哲
学
論
集

11
…
岩
波
文
庫
、

}
九
八
八
年
、

一
七
三
頁
。

〔
2
)

鈴
木
大
拙

(
一
九
六

二
)

「自
由

・
空

・
只
今
」
『
新
編

東
洋
的
な
見
方
』
岩
波
文
庫
、

一
九
九
七
年
、
七

一
頁
。

(
3
>

木
村
敏

(
一
九
六
五
)

「精
神
分
裂
病
症
状

の
背
後
に
あ
る
も

の
」

『分
裂
病

の
現
象
学
』
弘
文
堂
、

㎝
九
七
五
年
。

(4
)

C

.
G

.
ユ
ン
グ

(
一
九
三
九
〉

「意
識
、
無
意
識
、
お
よ
び
個
性
化
」
『個
性
化
と

マ
ン
ダ

ラ
』
み
す
ず
書
房
、

一
九
九

一
年
、
五

三
～
五
四
頁
。

(5
)

K

・
ロ
ー
レ
ン
ツ

(
一
九
三
五
)

「鳥

㊨
環
境
世
界
に
お
け
る
仲
間
」
『
動
物
行
動
学
1
』
丘
直
通

・
日
高
敏
隆
訳
、
思
索
社
、

…
九

八
九
年
、
三

一
四
～
三

一
六
頁
。

(6
)

ロ
ラ
ン
.
バ
ル
ト

2

九
六
七
)
『
モ
ー
ド

の
体
系

.そ

の
言
語
表
現
に
よ
る
記
号
学
的
分
析
』
佐
藤
信
夫
訳
、
み
す
ず
書
房
、

一

九
七

二
年
、
六
頁
。
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