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「

哲
学
」

の

範

囲
内
で

考
え
ら

れ
る

事

態
で

は

な
い

。

「

哲

学
」

の

側
で

は
、

「

す
べ

て

を

説
明
」

す
る
と
い

う
企
図
の

た

め
、

あ
く

ま
で

も
宇

宙

と
一

つ

で

あ
る

よ

う
な

無
限
の

「

白
己
」

が

出

発
点
に

置
か
れ

る

が
、

第

四

編
の

「

哲
学
」

に

余
る

「

宗
教
」

に

お

い

て

は
、

「

哲
学
」

的
な
説

明

の

た
め

の

有
用
性
と
い

う
こ

と

と
は

別
に
、

現
に

そ
の

よ

う
な
無
限
な
る

「

自
己
」

で

は
あ

り
え
て

い

な
い
、

一

人
一

人
の

現
実
の

「

自
己
」

が

切

実
な

問
題
と
し

て

出
発
点
に

置
か
れ
る

。

　
『

善
の

研
究
」

の

読

者
の

中
に

は
、

単
に
「

哲
学
」

の

範
囲
内
に

と

ど

ま
り
、

「

す
べ

て

を
説
明

す
る
」

と
い

う
こ

と
の

み

に

全
関
心
を

注
い

で

し
ま

う
者
も
い

る

か

も
し
れ

な
い

。

そ

う
い

う
あ
り
方
に

対
し
て、

「

第

四
編

第
一

章
」

は
、

「

哲

学
」

に

余
る

「

宗
教
」

の

立

場
か
ら

、

一

人
一

人
の

「

自
己
」

の

身
ヒ

に

問
題
を
引
き一
戻

す
も
の

と

し
て、

『

善
の

研
究
』

全
体
の

中
で

も
独
特
の

意
義
を
も
つ

と

言

う
こ

と

が

で

き
る

の

で

は

な
い

だ

ろ

う
か

。

後
期
西
谷
啓
治
の

身
体
論

　

　
　

大
谷
大
学
講
義
よ
り

小

　
野

真

　

西
谷
啓
治
は
、

晩
年
の

大
谷
大
学
講
義
〔
以

下

『

講
義
』

）

に

お
い

て、

彼
独
自
の

生

命
論、

お

よ

び
そ

れ
に

基
づ

く
身
体

論
を

展
開
し
て

い

る
。

西

谷
の

身
体

論
は
、

「

空
」

の

思

想
と

並
ぶ

大
き
な

問
題
で

あ
る
に

も
か

か
わ

ら

ず
、

永
ら

く
地
下

鉱

脈
の

よ

う
に
姿
を

潜
め

続
け、

「

講
義』

に

お
い

て

漸
く
姿
を

現
わ
し
て

き
た
、

と
の

指
摘
が

な
さ
れ

て

い

る
。

こ

の

西

谷
の

身
休
論
は
ど
の

よ

う
な

も
の

で

あ
ろ

う
か

。

　
『

講
義
』

で

現
れ
た

西

谷
の

身
体
論
の

鍵
概

念
は
、

ω
 

罵

（

「

そ
れ

白

身
」

、
「

白
己
」 、
「

自
性
」

等
と

も
表
現
さ
れ
る）

で

あ
る

。

昭
和
四

十
六

年
度
講

義
で

初
め

て

現
れ、

最
初
は
粗
削
り
で

試
行
錯

誤
的
に

規

定
さ

れ

て

い

る

が、

次
第
に

そ
の

本

質
が

明
確
に

さ

れ
て

い

き
、

『

講

義
』

全
体

の

通

底
音
と

な
っ

て

い

る
。

ω

Φ

罵

と

は
、

「

生

き
て

い

る

物
」

の

特
別
な

在
り

方
を
指

す
も
の

で

あ
り

、

「

生
」

の

概
念
と
い

っ

て

も
よ

い
。

さ
し

あ
た
っ

て、

°り

Φ

斥

は
、

「

体
の

中
に

滲
み

込
ん

で

生
き
て

働
き
」

、

「

個
物

を
個
物
と

し
て

成

り
立
」

た
せ

て

い

る
、

生

き
て

い

る
と
い

う
在

り
方
そ

の

も
の

で

あ
る

が
、

「

部
分
を

持
ち
寄
っ

て

い

く
ら
そ

れ
を
結
び

付
け
て

も
本
当
の

全

体
に

は

な
ら

な
い

よ

う
な
仕
方
」

で

の

全

体
的
で

o
肘

ぴqo

巳
o

な
統
一

を
実

現
し
て

い

る
。

ま
た
、

oN

αq
帥

巳
o

な

統
一

の

過
程
に

お

い

て
、

生

き
物
が
水
や

空
気、

食
物
を

摂
取
す
る

こ

と

に

よ
っ

て

他
の

生

物
と
繋

が

っ

て

い

る

側

面
も
、

ω

 

篤

そ
の

も
の

を

成
り
立
た

せ
る

基

盤
で

も
あ

る
。

　

昭
和
五
十

年
度
講
義
で

は、

対
象
化
で

き
な
い

餌

9
〔

作
用
）

で

あ
る

器
罵

が、

身
体
そ

の

も
の

に

滲
透
し

つ

つ
、

生
き

物
を

生
か
し

て

い

る
事

柄
が
さ
ら
に

発
展
的
に

次
の

よ

う
に

語
ら

れ
る
。

「

生

物
が
生

物
そ

の

も

の

と

し
て

そ
こ

で

成

り
立

っ

て

い

る

処
」 、

生

命
の

コ

種
の

中
心
の

よ

う
な

処
」

で

あ
る

の

Φ

匡

は
、

生

物
の

体
と

い

う
「

形
有
る

も
の

の

全
体

の

何

処
に

で

も

行
き
渡
っ

て

い

て、

し

か

も

そ
れ

自
身
は

形
を

も
た

な

い
」

。

そ

う
い

う
も
の

が
「

生
物
体
の

構
造
」

の

巾
に

含
ま
れ
て

い

る

が、

身
体
は

そ
う
い

っ

た
り゚

 

開

の

「

直
接
の

環
境
」

な
い

し
「

第
一

次
環

境
」

で

あ
る

。

身
体
に

は
生

命
そ
の

も
の

が
端
的
に

現
れ
て

い

る

が
、

身
体
は

一

面
・゚

 

開

が

外
の

環
境
を

自
分
の

物
に

し
て

し
ま
っ

た
よ

う
な

「

内
的

環
境
」

で

も
あ
る

。

つ

ま

り
「

ω

 

崔

そ
の

も
の

が
そ

こ

へ

白
分
を
直
接
に
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霞
胃
霧
ω

し
て

い

る
」

。

だ
か

ら

身
体
は

「

自
然

界
の
一

面
で

あ
る

と
同

時
に

、

自
己
す
な
わ

ち
「

自
」

と
か
「

自
性
」

と
か

「

そ

れ

自
身
」

と
言

わ
れ

る

よ

う
な
も
の

、

対
象
化
で

き
な
い

本
当
の

「

内
か

ら
」

と
い

う
、

そ

う
い

う
も
の
」

に

属
し

て

い

る
。

　
°。

o
罵

は
自
己
展
開
と

し
て

身
体
と

い

う
表
現
を
と
り
、

そ

こ

に

お

い

て

誘
跼

は

世

界
を
身

体
に

映
し

だ

し
な
が

ら
、

世
界
の

中
の

個
と
し

て

世
界

全

体
と

の

連

関
に

あ
る

こ

と

を
自

覚
す
る

。

ま
た
、

「

作
用
」

と

し

て

の

ω

Φ

罵

の

淵
源
を

考
察
す
れ

ば
、

「

生
か

さ
れ
て

成
り
立
っ

て

い

る
、

背
後

か

ら
生

か

さ
れ
て

成
り
立
っ

て

い

る

と

い

う、

そ

う
い

う
存
在
の

構
造
」

を

も
っ

て

い

る
。

　
こ

の

よ

う
な
ω

Φ

匡

は
、

身
体
を

介
し
て

、

存
在

論
的
に

超

越
的
な

次

元
と

結
び

つ

い

て

い

る
。

「

自
性
と
い

う
事
を
徹

底
す
る
と
、

そ
れ

は

世

界
と
一

つ

だ
か
ら、

つ

ま

り
全
体
性
と

し
て

の

世
界
が

そ
こ

に

映
っ

て

い

る

と
い

う
事
だ

か
ら、

自
性
は

同

時
に

無
自
性
だ
と

い

う
こ

と
」

に

な

る
。

「

世
界
と
い

う
立

場
を

空
と

い

う
場
A
冂、

し
か

し

同
時
に

そ

れ
が

無

自
陛
空
だ
と
い

う
の

は
、

そ
れ

が
個
々

の

事
象、

事
々

物
々

の

事

象
の

根

本
で

あ
る

。

自
性
は
、

根
本
的
に

無
自
性
」

で

あ
る
。

ま
た
、

の

 

開

は
生

き
て

い

る

も
の

を

個

別
化
す
る

が
、

個
別

化
す
る
ω

Φ

開

の

作
用

そ
の

も

の

が

。。

Φ

開

を

超
え
た

大
き
な
自

然
に

山
来

す
る

生

か
さ

れ

た

も
の

で

あ

る
。

す
べ

て

の

生

命
の

根
底
に

「

全

体
を

包
む
生

命
」 、
「

大
き
な
生

命
」

と
い

う
も
の

が

あ
り、

「

個
体
は

超
個
体
で

あ
る

か

ら

こ

そ

初
め

て

個

体

で

あ
り
得
る
」

と
い

う
超
越
的
な

在
り
方
を
し

て

い

る
。

こ

の

二

つ

の

次

元
の

事
柄
は
、

「

浄
土
」

、
、

「

仏

国
t
」

、
「

神
の

国
」

な

ど
の

諸

宗
教
の

「

身
土
」

の

問
題
の

う
ち
に

示
唆
さ
れ

て

い

る

と

西
谷
は
指
摘
し
て

い

る
。

　

こ

の

よ

う
に
西
谷
の

身
体
論
は

、

本
質
的
に

「

生

き
て

い

る
」

こ

と
の

存
在
論
的

探
求
で

あ

り
、

こ

の

問
題
を

介
し
て

、

超
越

的
次
元
が、

自
然

の

う
ち
で

生
か
さ
れ
て

生

き
る

人
間
の

身
体
の

在
り
方
を
通
じ

て、

必
然

的
に

繋
が
っ

て

く
る

こ

と
を

明
ら
か

に

し

よ

う
と

す
る

射
程
を

持
つ

。

鈴
木
大
拙
の

道

元
理

解

蓮

　
沼

　
直

　
應

　

近
代
の

禅
学
者
・

鈴
木
大
拙
は
臨
済
宗
の

円
覚
寺
で

の

参
禅
の

経
験
を

も
と

に
し
て
、

膨
大
な
量
の

著
作
を
世
に

残
し
た

。

そ
の

よ

う
な

背
景
か

ら
か

、

「

予
は
臨

済
の

看
話
禅

を
よ

い

も
の

と

思

う
て

を
る

、

只
そ
の

弊

を
知
り
て

其
利
を

わ

す
れ

ぬ

や
う
に
し
さ
へ

す
れ
ば
よ

い
」

と

論
じ
、

彼

は

曹
洞
禅
よ

り
も
臨
済
禅
に

高
い

評

価
を

与
え
て

い

る
。

し
か
し

他
方
で

彼
は

、

臨
済
と

曹
洞
と

い

う
区
別
に

つ

い

て

は
単
に

伝

統
的
な

宗
派
の

歴

史
の

違
い

で

あ
る
と

し、

「

禅
は

元
来
一

味
の

も
の

で

な
く
て

は

な
ら
ぬ
」

と
論
じ
て

い

る
。

　

し

か

し
、

曹
洞
宗
を

建
立

し
た

道
元
は

臨

済
禅
で

強

調
さ

れ
る

「

見

性
」

を

悟
り
と

し
て

認
め
な
い

な
ど
、

臨
済
禅
に

対
し

て

強
い

批
判
を

加

え
て

い

た
。

大
拙
の

禅
理

解
も
ま
た
こ

の

「

見
性
」

を

強
調
す
る

も
の

で

あ
る

た
め

、

道
元
の

臨
済

禅
批

判
は

大
拙
を

も
そ

の

範
疇
に

含
む

か
の

よ

う
に

思
わ
れ
る

。

も
し

大
拙
が

、

臨

済
と

曹
洞
を

本
来
一

つ

の

「

禅
」

と

し

て

み

な

し
て

い

る

と

す
る

な
ら
ば
、

大
拙
は

自
ら
の

立

場
を
批
判
す
る

相
手
を

、

自
ら
の

思

想
の

う
ち
に

組
み

込

も

う
と
し

て

い

る
こ

と
に

な

る
。

本
発
表
で

は

大
拙
が、

そ

の

著
作
中
に
お

い

て

こ

の

点
に

ど

う
対
処

し

て

い

る

か

を
明
ら

か

に

し
た
。

し

か
し
な
が

ら

大
拙
は

道
元
の

臨
済
禅
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