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〈

ポ

ス

ト

哲
学
的
V

思

索
と

〈

宗
教
的
な

も
の
〉

現
代
フ

ラ
ン

ス

哲
学
と

京
都
学
派
の

哲
学
か

ら

ー
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杉

村

靖

彦

〈
論
文
要
旨
〉

　
二

〇
世
紀
以

降
の

現
代
に

お

い

て、

従
来
の

意
味
で

の

哲
学
の

存
立

可

能
性
自

体
を

根
底
か

ら

問
い

質
し
つ

つ

自
己

解
体
的
に

展

開
し

　
て

い

く

哲
学

、

そ
の

意

味
で

〈

ポ

ス

ト

哲
学
的
〉

と

呼
べ

る

よ
う
な

哲
学
が

台
頭
し

て

き
た

。

な

か

で

も
ハ

イ
デ
ガ

ー

の

批
判
的
継
承
を
通
し

て

そ

う

　
し
た
種

類
の

思
索
を
先

鋭
化
し
て

き

た

の

が
、

レ

ヴ
ィ

ナ

ス

や
デ
リ
ダ、

ア

ン

リ
と

い

っ

た
現

代
フ

ラ

ン

ス

の

哲
学
者
た
ち

で

あ
る
が
、

彼
ら

は

そ

う

　
し
た
企
て

の

た

め
に
、

各
々

独
自
な

仕
方
で

〈

宗
教

的
〉

な

着
想
や

術
語
を

大
胆
に

換
骨
奪
胎
し
て

再

活
用
し
て

い

る
。

〈

ポ
ス

ト

哲
学
的
〉

思

索
は

　
〈

宗
教

的
な

も
の
〉

と
い

か

な
る

関
係
に

立
ち
う
る

の

か
。

そ
こ

か

ら
い

か

な
る
思
索
が

立
ち

上
が
っ

て

く
る
の

か
。

こ

の

問
題
を
考
え
る

た

め

に、

　
彼
ら
の

思

索
と

西
田、

田
辺、

西
谷
ら
の

京
都
学
派
の

宗
教
哲
学
と
の

突
き

合
わ
せ

を

試
み

た

い
。

京
都
学
派
の

宗
教

哲
学
も
ま
た、

〈

宗
教
的
な
も

　
の
〉

の

換

骨
奪
胎
と

再
活

用
に

よ

る

〈

ポ

ス

ト
哲
学
的
思
索
〉

と

見
な
し

う
る

か

ら
で

あ
る

。

「

証

言
」

（
現

代
フ

ラ
ン

ス

哲
学
）

と

「

自
覚
」

（
京
都

　
学
派
の

哲
学
）

と
い

う
二

つ

の

概
念
が

、

こ

の

作

業
の

た

め

の

導
き
の

糸
と

な

る
で

あ
ろ
う

。

八
キ
ー
ワ

ー

ド
〉
　
ポ

ス

ト

哲
学
的
思
索

、

現
代
フ

ラ

ン

ス

哲
学

、

京
都

学
派
の

宗
教
哲
学、

証

言、

自
覚
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一

　

思
想
（

思
索
）

に

と

っ

て

の

宗
教

　

本
論
考
で

は
、

本
シ

ン

ポ

ジ

ウ
ム

の

共
通
テ

ー
マ

を

意
図

的
に

少
し

ず
ら

し

て
、

〈

思
想
（

思

索）

に

と

っ

て

宗
教
と

は

何
で

あ
る

の

か
〉

と

い

う

問
い

を
立

て

て

み

る
こ

と

に

し

た
い

。

私
は
一

応
〈

宗
教

哲
学
〉

を

標
榜
し

つ

つ

研
究
を

進
め
て

き

た

者
で

あ
る

が
、

宗
教

哲
学
と
い

う
の

が
、

単
に

宗
教
に

つ

い

て

の

数
あ
る

ア

プ
ロ

ー

チ
の

内
の
一

つ

と

し

て

の

哲
学

的
考
察
に

よ

る

ア

プ
ロ

ー

チ

を

意
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味
す
る

だ

け

で

あ
る

と

す
れ

ば
、

他
の

仕
方
で

宗
教
を
研

究
し

て
い

る
人
た

ち

に

と
っ

て
、

そ

れ

が

文

字
通
り

く

思

想
と

し

て

の

宗

教
V

だ

け
に

偏
っ

た
一

面
的
な

や

り
方
に

し

か

見
え

な
い

の

は

無
理

か

ら

ぬ

こ

と

で

あ
ろ

う
。

　

だ
が

、

私
の

理
解
で

は
、

宗

教
哲
学
と

い

う

の

は
、

少
な

く
と

も

そ

の

基
本

的
な

構
え

に

お

い

て

は
、

単
に

宗
教
研
究
の
｝

方
法
に

と

ど

ま

る

も

の

で

は

な
い

。

そ

れ

は

ま

ず
も
っ

て

〈

哲

学
〉

そ
の

も

の

の

根
幹
に

か

か

わ

る

営
み

で

あ

る
。

歴
史
的
に

見
て

、

西
洋
的

な

意

味
で

の

哲
学
が

磨
き

上
げ
て

き

た

〈

始
原
（

原
理
）

〉

に

関
す

る

思

索
は
、

宗
教
と

根

本
的
問
い

を
共

有
し
つ

つ
、

宗
教
に

養
わ

れ

る

と

同

時
に

宗
教
と

の

厳
し
い

緊
張
関
係
の

中
で

練
成
さ

れ
て

き

た
。

た

し

か

に

近

世
以
降

、

哲
学
は

宗
教
と

の

密
接
な

連
関
に

お

い

て

獲
得
し

て

き

た

思
索
を
内
面

化
し

て

い

き
、

そ

の

自
立

性
を
確
た

る

も

の

に

し

て

き

た

わ

け

で
、

啓
蒙
の

世

紀
の

産
物
と

し

て

の

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
（
1）

狭
義
の

宗
教
哲

学
（

幻

亀
笹
。

磊

9
ぎ
ω

8
三
。
）

は
、

そ

う
し

た

条
件
の

下
で

成
り

立

ち

え
た
の

だ
と

言
え

る
。

し

か

し
、

た

と

え
ば
カ

ン

ト

や
へ

ー

ゲ
ル

の

宗
教
哲
学
が

彼
ら
の

哲
学
自
体
に

お

い

て

占
め

る

位

置
を

考
え

て

み

れ

ば
分
か

る
よ

う
に

、

そ

こ

で

も

な

お
、

宗
教

は

哲
学
的
考
察
が

赴
く
べ

き

個
別
主
題
の
一

つ

に

と

ど

ま
ら

ず
、

哲
学
の

成
立
を

左
右
す

る

原
理

的
思

索
に

お

い

て

対
峙
す
べ

き

事
柄

と

し

て

受
け

止
め

ら

れ
て

き

た

と

思
わ

れ

る
。

そ

の

意

味
で

、

〈

思
想

（

思
索
）

に

と
っ

て

宗
教
と

は

何
で

あ
る

の

か
〉

と
い

う

問
い

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
ヘ

　
　　へ

は
、

宗
教

哲
学
と
い

う
形
で

哲
学
が

そ

の

根

底
に

抱
え

て

き

た

問
い

で

あ
る

と

言
っ

て

よ
い

で

あ
ろ

う
。

二

　
〈

ポ

ス

ト
哲
学
的
〉

思
索
と

〈

宗
教
的
な
も

の
＞

1
現
代
フ

ラ
ン

ス

哲
学

1

　
だ
が

、

二

〇
世
紀
以

降
の

現
代
に

お

い

て
、

哲
学
と

い

う

営
み

は

根
本
的
な

変
動
に

さ

ら

さ

れ

て

き

た
。

宗
教

哲
学
と

言
う

前
に

、

そ

も
そ
も

哲
学
自
体
の

輪
郭
が

大
き

く

揺
れ

動
い

て

き

た

の

で

あ
る

。

そ

う
し

た
流

動
化
は

多
様
な

姿
を

取
っ

て

現
れ

て
い

る

が
、

な

か

で

も

極
限
的
な

事
象
は

、

従
来
哲
学
と
い

う

名
で

行
わ

れ

て

き

た

思

索
の

存
立
可

能
性
を

根
底
か

ら

問
い

質
し
つ

つ

自
己

解
体
的
に
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〈ポ ス ト哲学的〉 思索 と 〈宗教的な もの〉

展

開
し

て

い

く

哲
学

、

そ
の

限
り

に

お

い

て

〈

ポ

ス

ト

哲

学
的
〉

と

呼
べ

る

よ

う
な
哲

学
が

台
頭
し

て

き

た

こ

と

で

あ
ろ

う
。

そ

の

代

表

的
な

例
と

し

て

は
、

ハ

イ
デ
ガ

ー

を

挙
げ
る
こ

と

が

で

き
る

。

と

く

に

後

期
の
ハ

イ
デ
ガ

ー

は
、

西
洋
哲
学
の

元
初
か

ら

現
代
に

至

る

ま

で

の

諸
々

の
工

解
ッ

ク
を

自
ら

の

内
に

畳
み

込
ん

だ

「

存

在
歴

史
的
思

索
（
ω

 陣
塁
ひq
 
。゚

受
睾
臼
9
霧

b
Φ

算
Φ

昌

二

を

展
開
し

な

が

ら

　

　

　
　

　

　
　

　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　
？）

も
、

当
の

自
分

自
身
の

思

索
は

も
は

や

「

哲

学
」

で

は

な
い

と

言
う

。

こ

う
し

た

思
索
が

生
ま

れ
て

き

た

事
情
を

や

や

外
側
か

ら

探
る

な
ら

ば
、

大
航

海
時
代
以
来
の

西
洋
世
界
の

膨
張
が

、

科
学
技
術
文
明
の

加
速

度
的
発
展
を

伴
っ

て

当
の

西
洋
世
界
に

も

制
御
で

き

な

い

形
で

進

展
し
、

現
今
の

グ
ロ

ー
バ

ル

化

世
界
に

至
っ

た

と
い

う

歴
史
的
経
緯
に

指
を

屈
す
る
こ

と

が
で

き

よ

う
。

そ

う
し

た

中
で

、

逆

説
的
に

も
西

洋
世
界
に

根
差
し

た

哲
学
自

体
の

歴
史
的
偶
然

性
、

限
定
性

、

暴

力
性
等
々

が

浮
か

び
上
が

り
、

当
の

哲
学
自
身
に

お

い

て

不
可
避
の

問
い

と

な
っ

て

き

た
、

と
い

う

事
情
で

あ
ろ

う
か

と

思
わ

れ

る
。

　

さ

て
、

ハ

イ

デ
ガ

ー

的
モ

チ

ー

フ

を

深
く
受
け

入

れ
つ

つ
、

徹
底
的
な

批
判
を
通
し

て

継
承
し

て

い

く
こ

と

に

よ
っ

て
、

こ

う

し

た

〈

ポ

ス

ト

哲
学
的
〉

思
索
を
さ

ら

に

先
鋭
化
し

て

い

っ

た

の

が
、

レ

ヴ
ィ

ナ

ス

や
デ
リ

ダ
、

ア
ン

リ

ら

を
始
め

と

す
る

現
代
フ

ラ

ン

ス

の

哲
学

者
た

ち

に

ほ

か

な
ら
な

い
。

彼
ら

は

哲
学
の

解
体
的
批
判
を
ハ

イ

デ
ガ

ー

以

上
に

徹
底
化

・

具
体
化
し
つ

つ
、

な

お

哲
学
の

原

理

的
思
索
の

何

事
か

を

引
き

継
い

で
い

こ

う
と

す

る

の

で

あ
る

が
、

そ

こ

に

は
、

ハ

イ

デ
ガ

ー

で

は

は
っ

き

り

と

現
れ

な
か

っ

た

特
異

な

旋
回
が

見
て

と

ら

れ

る

よ

う
に

思
わ

れ

る
。

つ

ま

り
、

哲
学
自
体
の

解

体
と

表
裏
を
な
し
て

進
め

ら

れ

る

か

の

よ

う
な

彼
ら
の

思
索

は
、

各
々

独
自
な

仕
方
で

、

〈

宗
教
的
V

な

含
意
を

も
つ

着
想
や

術
語
を

破
天

荒
と

言
え
る

ほ

ど

大

胆
に

再
活
用
し

な

が

ら

進
め

ら

れ

て
い

く
の

で

あ
る

。

問
題
と

な

る

の
が

〈

ポ

ス

ト

哲
学
的
〉

思
索
で

あ

る

以
上

、

こ

れ
は
も
は

や

宗

教
の

本
質
や

意
味
を
哲

学
的
に

追

究
し

て

い

く
と

い

う

意
味
で

の

宗
教

哲
学
で

は

あ
り

え
な
い

。

と

は

い

え
、

単
に

方
向
を
逆

転
さ
せ

て
、

再
び

哲
学
を
宗
教
に

基
づ

け

よ

う

と

し

て
い

る

の

で

も
な
い

。

彼
ら

の

企

て

の

核
心
に

あ
る

の

は
、

少
な
く

と

も

そ

の

意
図
に

お

い

て
は

、

哲

学
自
体
の

存
立

が

問

23 （ll15）
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わ
れ
る

よ

う
な

状
況
か

ら

思

索
の

可
能
性
を

立
ち

上
げ
よ

う

と

す

る

営
み

な

の

で

あ
っ

て
、

従
来
の

形
で

の

宗
教
な

る

も
の

を
前
提
す

る
こ

と

も

許
さ

れ

な
い

そ

の

立
ち

上

げ
の

現
場
に

お

い

て
、

〈

宗
教

的
な

も
の
〉

が

特
異
な

形
で

姿
を

現
す
の

で

あ
る

。

そ
こ

で

は
、

哲
学
も

宗
教
も

輪
郭
の

は
っ

き

り
と

し

な
い

も

の

と

な
っ

て

い

る
。

だ

が
、

そ

の

よ
う

な

局

面
で

こ

そ
、

〈

思
索
に

と

っ

て

宗
教

と

は

何
で

あ

る

の

か
〉

と
い

う

問
い

が

剥
ぎ

出
し
の

姿
で

現
れ

て

く
る

か

も
し

れ
な
い

。

一

体
こ

れ

は

ど

の

よ

う

な

思

索
な

の

で

あ
ろ

う

か
。

そ
こ

で

何
が

試
み

ら

れ

て

い

る

の

で

あ

ろ

う

か
。

こ

れ

ま

で

私
は

、

現

代
フ

ラ
ン

ス

哲
学
の

専
門
研
究
を

介
し
て

、

宗
教
哲
学
な

る

も
の

を

〈

現
代
〉

が

突
き
つ

け
る

思
想

課
題
と

し

て

描
き

直
そ

う
と

す
る

試
み

を

続
け

て

き

た

の

で

あ

る

が
、

そ
の

中
で

こ

う
し

た

　

　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
（
3）

問
い

が

徐
々

に

は
っ

き

り
と

し

た

像
を
結
ん

で

き

た

の

で

あ
る

。

三

　
京
都
学
派
の

（

宗
教
）

哲
学
と

の

並
行
性

　

さ

て
、

こ

の

よ

う
な

問
題
を

考
え

て

き

た

過
程
で

、

も
う
一

つ
、

私
の

中
で

次
第
に

明
確
化
し
て

き

た

着
想
が

あ
る

。

そ

れ
は

、

京

都
大

学
の

宗
教
哲
学

研
究
に

と
っ

て

つ

ね

に

目
に

見
え
な
い

養
分
と

な
っ

て

き

た

西
田

・

田

辺
・

西
谷
ら
の

い

わ

ゆ
る

京
都
学
派
の

哲

学
に

つ

い

て
、

今
述
べ

た

よ

う

な

状
況
を

め

ぐ
っ

て

現

代
フ

ラ
ン

ス

哲

学
と

の

間
に

あ
る

種
の

並

行

性
を

認
め

う
る
の

で

は

な
い

か
、

そ

の

よ

う
な

角
度
か

ら

京
都
学
派
の

哲

学
を

読
み

直
す
こ

と

が
で

き

る

の

で

は

な
い

か
、

と
い

う
着
想
で

あ
る

。

　

京
都
学
派
の

哲
学
を

、

単
に

既
存
の

日

本
的
な
い

し

は

東
洋
的
な

伝

統
を

時
代
に

合
わ
せ

て

西
洋
の

言

葉
で

表

現
し

直
し

た

も

の

と

み

な

す
の

が
、

ご

く
皮
相
な
理

解
で

し

か

な

い

こ

と

は

言
う
ま

で

も

あ
る

ま
い

。

西
田
の

画
期
的
な

点
は

、

西
洋
哲
学
の

古
今
の

成
果

を

貪
欲
に

吸
収
し
た

と
い

う
レ

ベ

ル

の

話
に

と

ど
ま

ら

ず
、

そ
の

思
考
態
度

自
体
を

自
ら

の

内
に

取
り

込
ん

で

思

索
せ

ね

ば

な

ら

な
い

こ

と

を

深

く
理
解
し

、

い

わ

ゆ

る

〈

第
一

哲
学
〉

の
レ

ベ

ル

で

新
た

な

思

索
を

自
ら

実
践
し
て

み

せ

た

と
こ

ろ

に

あ
る

。

そ

れ

に

よ
っ
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〈ポ ス ト哲学的〉 思索 と く宗教 的な も の 〉

て
、

J
・

ハ

イ

ジ
ッ

ク

の

言
い

方
を

借
り
れ

ば
、

非
西

洋
圏
か

ら

「

世
界
哲
学
の

フ

ォ

ー

ラ

ム
」

へ

の

最
初
の

道
が

開
け

る
こ

と

に

な

　（
4）

っ

た
。

と

は
い

え
そ

れ

は
、

単
に

西
洋
哲
学
に

吸

収
さ

れ

た

と

い

う
こ

と

で

は

な
い

。

西
田
哲

学
の

非
西
洋
的
由
来
は

、

西
洋
哲
学
全

体
を

根
底
か

ら

問
い

直
し
、

従

来
の

第
一

哲
学
の

枠
内
で

は

想
豫
す

る
こ

と

も
で
き

な
か

っ

た

思
索
を

提
示

す

る
こ

と

を
通
し
て

初
め

て

証
示
さ

れ

る

の

で

あ

る
。

そ
の

よ

う
に

考
え
れ

ば
、

京
都
学
派
の

哲
学
の

「

世
界
哲
学
の

フ

ォ

ー

ラ
ム
」

へ

の

進
出
に
は

、

現
代
フ

　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　
（
5）

ラ

ン

ス

哲
学
の

場
合
と

は

異
な
る

歴
史

的
・

文

化
的
・

地

政
学
的

状
況
を

背
景
に

し

て

の

こ

と

で

は

あ
る

が
、

最

初
か

ら
あ

る

種
の

〈

ポ
ス

ト
哲
学
的
〉

な

ね

じ

れ
が

内
に

は

ら

ま

れ

て

い

た

と

見
る
こ

と

が

で

き

よ
う

。

そ

し

て
、

こ

の

ね

じ

れ
に

相
即
す
る

よ

う
な

仕

方
で

動
員
さ

れ

た

の
が

、

「

絶
対
無
」

を
核
と

し

て

大
胆
に

再

活
用
さ

れ

た

〈

宗
教

的
（

主
と

し
て

仏
教
的）
〉

な

着
想
や

術
語
で

あ
っ

た
。

そ

う
い

っ

た

点
に

お

い

て
、

上

記
の

現
代
フ

ラ

ン

ス

哲
学
者
た

ち

と

の

興
味
深
い

並

行
性
を

見
出
す
こ

と

が

で

き

る

の

で

あ
る

。

　

も
ち

ろ

ん
、

絶
対
無
と

し

て

の

A

絶
対
者
〉

の

哲
学
を
う
ち

立

て

よ

う
と
い

う
建
築
的
な
意
志
が

西
田
や

田
辺
の

思

索
を

動
か
し

て

い

る
こ

と

は

確
か

で

あ
っ

て
、

そ

れ

を

無
視
し

て
、

現

代
フ

ラ

ン

ス

哲
学
が

面
す
る

哲
学
の

自
己

解
体
的
状
況
へ

と

た

だ

ち

に

同
化
さ

せ

る
こ

と

は

で

き

ま
い

。

だ

が
、

「

全
て

を
説
明
す

る
」

真
の

哲

学
を

求
め

て

「

坑
夫
」

の

よ

う

に

ひ

た

す

ら

掘
り
進
め

て
い

っ

た

西

田

に

比
べ

て
、

す

で

に

田

辺
の

場

合
は

、

西
田
に

劣
ら

ぬ

体
系
的
精

神
に

貫
か

れ
つ

つ

も
、

そ

の

思
索
に

は

あ
る

異
な
っ

た

調
子
が

響

い

て
い

る
。

実
際

、

晩

年
の

田
辺
は

、

ハ

イ

デ
ガ

ー

に

拮
抗
す

る

よ

う
な
形
で

「

死

の

時
代
」

と

い

う

世
界
史
的
認
識
に

立
脚
す
る

よ

　

　

　
　（
6）

う
に

な
っ

た
。

さ

ら
に

西
谷
に

な

る

と
、

わ
れ

わ

れ

が

身
を

置
く
歴
史
的

現
在
を

根
底
か

ら

規
定
す

る

も
の

と

し
て

「

ニ

ヒ

リ
ズ
ム
」

　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　
（
7）

が

前
面
に

出
さ

れ
、

「

ニ

ヒ

リ
ズ

ム

を

通
し

て

の
ニ

ヒ

リ

ズ

ム

の

超
克
」

が

思
索
の

中
心
課
題
と

な

る
。

こ

う
し

た

流
れ

を

踏
ま

え
る

な

ら

ば
、

〈

ポ
ス

ト

哲
学
的
思
索
〉

と

し

て

現

代
フ

ラ
ン

ス

哲
学
と

京
都
学
派
の

哲
学
を

並

行

的
に

読
み

解
い

て

い

く
と
い

う
の

は
、

十
分
見
込
み

の

あ
る

試
み

だ

と

言
え

る

の

で

は

な

か

ろ

う
か

。

た

し

か

に

こ

の

よ

う
な

試
み

は
、

京
都
学
派
の

哲
学
に

対
し
て

あ
え
て

25 （11］7）

N 工工
一Eleotronlo 　Llbrary 　



Japanese Association for Religious Studies

NII-Electronic Library Service

Japanese 　Assoolatlon 　for 　Rellglous 　Studles

外
か

ら

の

読
み

込
み

を

敢
行
す
る

こ

と

で

成
立

す
る

も

の

で

あ

り
、

そ

の

点
で

あ
る

種
の

強
引
さ

を

感
じ
さ

せ

る

か

も

し

れ

な
い

。

だ

が
、

そ

の

よ

う
な

道
を

通
っ

て

こ

そ
、

京

都
学
派
の

哲

学
を

単
に

歴
史
的
遺
産
と

し

て

遇
す

る

の

で

は

な

く
、

そ

れ
を

使
っ

て

何
が

で

き

る
か

を

踏
み

込
ん

で

考
え

る

た

め

の

切
り
口

が

開
か

れ
う
る

で

あ

ろ

う
。

四

　
証
言
と

自
覚

−
思
索
を

立
ち
上
げ
る

〈

仕
方
〉

と

し

て

ー

　

し

か

し
、

こ

の

よ

う
に

し

て

〈

ポ

ス

ト

哲
学

的
思

索
と

宗
教

的
な
も

の
〉

と
い

う

問
題
設

定
を

引
き

出
す

こ

と

が

で

き

る

と

し

て

も
、

一

体
そ

れ
を
ど

の

よ

う
に

取
り

扱
え
ば
よ
い

の

で

あ

ろ

う
か

。

実
際

、

こ

う
し

た

問
題
設

定
が

引
き

起
こ

し

う
る

危
険
は

、

さ

ま

ざ
ま

な

観
点
か

ら

指
摘
で

き

る

よ

う
に

思

わ
れ

る
。

哲
学
の

自
立
性
そ

の

も
の

を

問
い

に

付
す

よ

う
な

原
理
的
批
判
の

た

め

と
い

う

名

目
で

あ
れ

、

そ

こ

で

宗

教
由
来
の

発
想
を

あ
れ
こ

れ

活
用
す

る
と

い

う
や

り

方
は
、

結
局
は

あ
る

種
の

ヨ
脇
け

蕊

爵
口
o
二

に

行
き

着
く

だ

け
な
の

で

は

な

い

か
。

あ

る
い

は
、

そ
こ

で

引
き

合
い

に

出
さ

れ

る

宗
教

的
な
も

の

は
、

や

は

り

恣
意
的
な

変
形
を

免
れ

な
い

の

で

は

な
い

か
。

さ

ら

に

言
え

ば
、

〈

第
一

哲
学
〉

の

レ

ベ

ル

で

哲
学

自
体
の

根
底
か

ら

の

更
新
を

企

て

る

よ

う

な

思
索
に

宗
教
の

お

墨
つ

き
が

加
わ

る
こ

と

に

よ
っ

て
、

例
え

ば

「

絶
対

他
者
」

（

現
代
フ

ラ

ン

ス

哲
学）

や

「

絶

対
無
」

（

京
都
学
派
）

と
い

う

術
語
が

、

異
様

な
ド
グ
マ

テ
ィ

ズ

ム

へ

の

通

路
に

な
っ

て

し

ま

う
こ

と

も
あ
り

う
る

の

で

は

な

い

か
。

要
す
る
に

、

哲
学
と

宗
教
と

の

中
途
半
端
で

有

　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　
ヱ

害
な

混
ぜ

合
わ
せ

に

し

か

な

ら

な
い

の

で

は

な
い

か
、

と
い

う

懸
念
が

付
き
ま

と

う

の

で

あ
る

。

　

こ

う
し

た

危
険
は

そ

れ

な

り
の

根

拠
を

も
つ

も
の

で

あ
っ

て
、

簡
単
に

片
づ

け
て

し

ま

え

る

も

の

で

は

あ

る

ま
い

。

し

か

し
、

大

体

に

お

い

て
、

そ

れ
は

問
題
と

な
っ

て

い

る

思

索
の

到
達

点
だ

け
に

目
を

向
け
て

、

そ

れ

を

テ

ー
ゼ

化
し

て

扱
う
こ

と

に

よ
っ

て

生
じ

る

危
険
で

あ

る

よ

う
に

思
わ

れ

る
。

こ

の

思

索
が
も

は

や

哲

学
な
る

も
の

に

安
ん

じ

て

依
拠
す
る

こ

と

の

許
さ

れ

な

い

く

ポ

ス

ト

哲

学
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〈ポ ス ト哲学的〉 思索と く宗教的なもの〉

的
〉

状
況
に

立
つ

も
の

だ

と

し

た

場
合

、

ま

ず

最
初
に

問
わ

ね

ば

な
ら
な
い

の

は
、

思
索
の

可

能
性
自
体
を

封
じ

込

め

て

し

ま
う
か

の

よ
う
な

こ

の

状
況
か

ら
、

一

体
い

か

に

し
て

思

索
が

立

ち

上

が

り
う
る

の

か
、

と

い

う
こ

と

で

あ
ろ

う
。

つ

ま

り
、

〈

ポ
ス

ト

哲

学
的

思

索
と

宗
教

的
な

も
の
V

と

い

う
問
題
設

定
の

命
運
を

見
定
め

る

た
め

に

は
、

ま

ず
は

そ

の

よ

う
な

思
索
が

生
じ

て

く

る

〈

仕
方
〉

に

ま
で

立

ち

戻
っ

て

考
察
す
べ

き

だ

と

思
わ
れ

る

の

で

あ
る

。

　

さ

て
、

こ

の

意
味
で

の

く

ポ
ス

ト

哲

学
的
思

索
を
立
ち

上

げ
る

仕
方
V

を

言
い

当
て

る

も
の

と

し

て

こ

こ

で

注
意
を

向
け
て

み

た

い

の

が
、

現
代
フ

ラ

ン

ス

哲
学
の

側
で

は

「

証
言
（
眩
ヨ
皀

餮
超
Φ
）

」

、

京
都

学
派
の

哲

学
の

側
で

は

「

自
覚
」

と
い

う
術

語
で

あ

る
。

こ

の
二

つ

は
、

単
に

そ

れ
ぞ

れ

の

側
で

用
い

ら

れ

る

重
要
概
念
の
一

つ

で

あ
る

だ

け
で

は

な
い

。

私
の

見
る
と

こ

ろ

で

は
、

そ

れ

ら

は

ま

さ

に
、

哲

学
そ

の

も
の

の

根
底
的
な

問
い

直
し

か

ら

思

索
が

立
ち

上
げ
ら

れ

る

仕
方
を
当
の

思

索
が

言
い

表
し

た

も
の

で

あ

る
。

そ

う

し

た

自
己

言
及
的
で

行

為
遂
行
的
（

冨
臥
8
ヨ

蘯
く
 
）

な

あ
り

方
の

ゆ

え

に
、

こ

れ
ら

の

術
語
は
、

目
下
の

文

脈
に

お

い

て

決
定
的
な

意

味
を

も
ち

う
る

の

で

あ
る

。

考
察
を
こ

の

よ

う
な

場
面
か

ら

始
め

る
こ

と

に

よ
っ

て

初
め

て
、

〈

ポ
ス

ト

哲
学
的
思
索
と

宗

教
的
な
も

の
〉

と

い

う

問
題
設
定
に

お

い

て

最
初
に

問
う
べ

き
こ

と

が

見
え

て

く
る

で

あ

ろ

う
。

実
際

、

証
言
と

自
覚
と
い

う
の

が
、

何
ら
か

の

宗
教
的
立
場
を

前
提
す
る

よ

う
な

形
で

も
ち

出
さ

れ
る

の
で

は

な
い

と

し
て

も
、

歴
史
的
に

見
て

宗
教
的
含
意
を

背
負
っ

た

術
語
で

あ

る
こ

と

は

明

ら
か

で

あ
る

。

哲
学
そ

の

も
の

の

根
底
的
な

問
い

直
し

と

共
に

自
ら

を

立
ち

上

げ
る

思

索
の

〈

あ

り

方
〉

が
、

そ

う

し

た

類
の

術
語
に

よ
っ

て

表

現
せ

ざ
る

を

え

な
い

も

の

に

な

る
と

い

う
こ

と

は
、

は

た

し

て

何
を
意
味
す
る

の

で

あ

ろ

う
か

。

な

ぜ

証
言
で

あ
り
、

自
覚
で

あ
る

の

か
。

証
言
と

は
、

自
覚
と

は
一

体
何
を

す
る
こ

と

で

あ
る

の

か
。

こ

う

し

た

問
い

か

け

を

通
し

て

の

み
、

〈

ポ

ス

ト

哲

学
的
思

索
と

宗
教
的
な

も

の
〉

と

い

う

問
題
系
は

、

哲
学
と

宗
教
の

中
途
半
端
な

混
ぜ

合
わ
せ

で

は

な
い

か

と
い

う

疑
惑
に

抗

し

て
、

少
な

く

と

も
そ
の

問
題
と

し

て

の

切
実
さ

に

お
い

て

受
け

止

め

ら

れ
る

で

あ
ろ

う
。

も

ち

ろ

ん
、

こ

こ

で

念
頭
に

置
い

て

い

る
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現
代
フ

ラ
ン

ス
、

京

都
学
派
の

哲

学
者
た

ち

が
、

証

言
や

自
覚
と
い

う

営
み

を
全
く
一

様
な

仕
方
で

遂
行
し

て
い

る
と

言
う
つ

も

り
は

な
い

。

と

く
に

現
代
フ

ラ
ン

ス

哲
学
に

お

け

る

証
言
概
念
に

つ

い

て

は
、

そ

の

奥

行
き

に

ま

で

立
ち

入

る

な

ら

ぼ
、

思
想
家
に

よ

っ

て

相
当
大
き

な

方
向
性
の

違
い

が

あ

る
こ

と

が

分
か

る
。

だ
が

、

こ

こ

で

は

紙
幅
の

関
係
上

、

そ

う
し

た

種
類
の

考
察
を

個
々

の

哲
学
者

に

即
し

て

詳
し

く

展
開
す
る

余
裕
は

な
い

。

事
柄
の

核
心
を
一

挙
に

浮
か

び
上

が

せ

る

た

め

に
、

あ

え

て

非
常
に

大
づ

か

み

な

叙
述
を

試
み

る

こ

と

に

し

た
い

。

五

　
ハ

イ
デ

ガ
ー

の

「

証
し

」

概
念
か

ら

現
代
フ

ラ

ン

ス

哲
学
の

「

証
言
」

論
へ

　

現

代
フ

ラ
ン

ス

哲

学
に

お

い

て

さ

ま

ざ
ま

な

文
脈
か

ら

も

ち

出
さ

れ
て

く

る

証
言
論
を

右
の

よ

う
な

見
地
か

ら
一

ま

と

め

に

捉
え

よ

う

と

す
る

場

合
、

何
よ

り

も

有
効
な

手
立
て

と

な

る

の

が
、

ハ

イ

デ
ガ

ー

が

『

存
在
と

時
間
』

で

提
示

し

た

「

証
し
（
じu

震
2
碧
轟
）

」

　

　

　
　

　

　
　

　（
9∀

概
念
と

の

対
比
で

あ
る

。

本
稿
で

念
頭
に

置
い

て

い

る
フ

ラ

ン

ス

の

哲
学
者
た

ち

は
、

ハ

イ
デ
ガ

ー

の

批
判
的
継
承
を

通
し

て

自
ら

の

道
を

切
り

開
い

て

き

た

と
い

う
点
で

共
通
し

て
い

る

と

先
に

述
べ

た

が
、

ま
さ

し

く

「

証
し
」

と

「

証
言
」

の

対
比
を

通
し

て
、

こ

の

批
判

的
継
承
の

あ
り

方
が

鋭
く
浮
か

び
上

が

る

の

で

あ
る

。

　
ハ

イ

デ
ガ

ー
に

つ

い

て

は

さ

ま

ざ
ま

な

評
価
が
あ
り

う
る

で

あ
ろ

う

が
、

と

り

わ

け
『

存
在
と

時
間
』

で

組
織
的
に

表
現
さ

れ

た

前

期
ハ

イ

デ
ガ

ー
の

思

索
が

、

哲
学
の

原
理

的
問
い

の

刷
新
と
い

う
点
で
、

そ

れ

ま
で

に

類
例
の

な
い

ラ

デ
ィ

カ

ル

な

道
を

切

り

開
い

た

こ

と

は

疑
い

あ
る

ま
い

。

哲

学
の

根
本
問
題
で

あ
る

「

存
在
の

問
い
」

自
体
が

あ
る

種
の

構
造
的
な

忘
却
と

歪

曲
の

中
に

巻
き

込

ま

れ

て

い

る

の

で

あ
っ

て
、

従
来
の

哲
学
の

構
築

物
を

「

解
体
」

し

つ

つ
、

存
在
の

問
い

を
あ
ら

た

め

て

仕
上

げ
て

い

く
と
こ

ろ

か

ら

始
め

直
さ

ね

ば
な

ら

な
い

。

そ

の

た

め

に

は
、

自
ら

が

存
在
し

て

い

る

と

い

う
こ

と

が

そ

の
つ

ど

関
心

事
に

な

る

と

い

う

意

味
で

「

現

存
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在
」

と

呼
ば
れ

る

べ

き

わ

れ

わ
れ

の

存
在
の

理

解
か

ら

事
を

始
め

ね

ば
な

ら

な
い

。

そ

の

よ

う
に

考
え

た
ハ

イ
デ

ガ

ー

は
、

現
存
在
の

在
り
方
に

内
属
す
る

存

在
理

解
を

導
き
と

し

て
い

わ

ゆ

る

「

実
存
論

的
分
析
」

を

遂
行
し

、

現

存
在
を

「

世
界
内
存
在
」

と

し

て

分
節

化
し

つ

つ

精
緻
に

記
述
し

て

い

く
。

だ
が

、

こ

の

多
面

的
な

記
述
を

現
存
在
の

「

存
在
意
味
」

の

究
明
へ

と

集
約
さ
せ

る

た

め

に

は
、

現
存
在
に

そ

の

「

全

体
」

を

根
源
的
に

理

解
さ

せ

る

よ

う
な

契
機
を

見
出
さ

ね

ば
な

ら

な
い

。

そ

う
し

た

契
機
を

、

ハ

イ

デ
ガ

ー

は

世

界
内
存
在
が

そ

の

根

本
体
制
に

お
い

て

「

死
へ

の

存
在
〔
。。
Φ

ヨ

豊
ヨ

→
。

α
 
）

」

で

あ
る

と
い

う

点
に

見
て

と

る
。

逆
説

的
に

も
、

自
ら

を

構
成
す
る

全
て

の

可
能
性
が

潰
え

る

「

不
可

能
性
の

可
能
性
」

と

し

て

の

自
己
の

死
こ

そ

が
、

そ

の

取
り

換
え

の

き
か

な

さ

と

追
い

越
し

え
な

さ

に

よ
っ

て
、

現
存
在
の

あ
ら
ゆ

る

可

能
性
に

そ

の

自
己

性
を

刻
み
つ

け

る

究
極
の

存
在
可

能
性
な
の

で

あ
っ

て
、

そ

れ
を

自
ら
に

「

引
き

受
け

る
」

こ

と

に

よ

っ

て
、

現

存
在
は

そ

の

根
源
的

有
限
性
に

お

い

て

丸
ご
と

「

自
ら

を
証
す

る

（

。。｛
警
げ
Φ

N
Φ

螽
魯）
」

の

で

あ
る

。

こ

う
し
て

ハ

イ

デ

ガ

ー

は
、

自
己

の

死
と

い

う
ぎ

り
ぎ

り
の

所
で

存
在
の

問
い

と

し

て

の

哲
学
の

根

底
的
捉
え

直
し

を

挙

行
す
る
の

で

あ
る

が
、

こ

の

い

わ
ば
実

存
論
的
〈

メ

メ

ン

ト
・

モ

リ
〉

は
、

古
来
哲

学
が

宗
教
と

共
有
し
て

き

た

〈

死
の

問
い
〉

そ

の

も

の

の

刷
新
で

も

あ
る
と

言
え

よ

う
。

ま

た
、

死
へ

の

「

覚
悟

性
」

と

し
て

の

こ

の

証
し

が
、

実
存

論
的
に

捉
え

直
さ

れ

た
「

良
心

（
O
 

書
ω

ω

穹）
」

と

も
重
ね

合
わ

さ

れ

て

お

り
、

そ
こ

か

ら

善
悪
の

問
題
の

土

台
か

ら

の

再
規
定
が

図
ら

れ
て

い

る

こ

と

も
重

要
で

あ

る
。

死
の

問
い

と

同
じ

く

く

悪
の

問
い

V

も
ま

た
、

古

来
哲
学
と

宗
教
が

そ

の

出
立

点
に

お

い

て

遭
遇
し

、

そ

れ

に

よ
っ

て

問
い

質
さ

　
　

　
　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
（
10）

れ
る
と
い

う
仕
方
で

両
者
が

共
有
し

て

き

た

問
い

だ

と

思
わ

れ

る

か

ら

で

あ
る

。

　

さ
て

、

現

代
フ

ラ
ン

ス

の

哲
学
者
た

ち

の
ハ

イ
デ
ガ

ー

批
判
は

、

そ

の

証
し

概

念
の

中
核
を

な

す

自
己

の

死
の

「

引
き

受
け
」

、

な

い

し
は

先
駆
的
覚
悟
性
と
い

う
存
在
可

能
性
そ

れ

自
体
へ

と

照

準
を

定
め

る
。

こ

の

批
判
は

、

身

体
、

他
者

、

時

間
等
さ

ま

ざ

ま

な

問

題
に

絡
め

て

な

さ

れ

る

の

で

あ
る

が
、

そ
の

根
本
の

狙
い

は
、

「

死
へ

の

存
在
」

と

い

う

現
存
在
の

あ
り
方
の

内
に

、

「

不
可
能
性
の

可

29 （1121）
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能
性
」

と
い

う
ぎ
り

ぎ
り
の

可
能
性
す
ら

も

保
持
し

え

ず、

〈

不
−

可
能
〉

へ

と

反
転
さ
せ

ず
に

は
い

な
い

と

い

う
趨
勢
を

際
立
た
せ

る

こ

と

に

あ
る

。

も

ち

ろ

ん

こ

れ

は
、

自
己
の

死
な
ど

所
詮
語
り
え
な
い

こ

と

だ
、

と

い

う
よ

う
な

あ
り

き
た

り
の

見
解
で

は

な
い

。

む

し

ろ
、

「

死
へ

の

存
在
」

の

「

へ

」

自
体
が

、

い

か

に

し
て

も

自
ら
の

可
能
性
と

な
し

え

な

い

も

の

と

の

関
わ

り

と

い

う

意
味
で
、

当

の

現
存
在
の

〈

不
−

可
能
〉

な
る

在
り
方
そ

の

も

の

で

あ

り、

そ

こ

で

は

く

自
己
の

死
V

と

言
わ

れ

る

場

合
の

〈

自
己
〉

そ

の

も
の

が

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　
　

　
　
　

　（
11）

滑
り

去
っ

て

い

く
の

だ

と

考
え
ら

れ

て

い

る

の

で

あ
る

。

こ

の

よ

う
に

ま

と

め

て

し

ま

え

ば
、

ご

く
抽
象
的
な

洞
察
に

し

か

聞
こ

え

な

い

か

も
し

れ

な
い

。

だ

が
、

そ

の

背
後
に

は
、

ア

ウ

シ
ュ

ヴ
ィ

ッ

ツ

の

極
限
状
況
か

ら

不
可

視
の

生
権
力
的
支
配
に

浸
透
さ

れ

て

い

く

日

常
世
界
に

至

る

ま

で
、

わ

れ

わ

れ

か

ら

「

死
を

能
く
す

る

馨
臼
σ

窪

ざ
目
魯）
」

可
能

性
が

徹
底
的
に

奪
わ

れ

て

い

く
に

つ

れ
て

、

か

え
っ

て

死
へ

と
い

っ

そ

う

無
防
備
か

つ

暴
力
的
に

曝
さ

れ

て

い

く
か

の

よ

う
な

現

代
の

状
況
が

反
響
し
て

い

る
。

死
の

問
い

と

悪

の

問
い

と
い

う
角

度
か

ら

見
れ

ば
、

そ

れ
は

、

現
代
に

お

け
る

悪
の

経
験
が

、

も
は

や
ハ

イ

デ
ガ

ー

の

よ

う
に

死
へ

の

存
在
と

し

て

の

現

存
在
の

自
証
へ

と

帰
趨
さ

せ

る

と
い

う
仕

方
で

す

ら

位
置
づ

け

を

与
え
ら

れ
な
い

ほ

ど

に
、

輪
郭
を
失
い

か

つ

底
深
い

も

の

と

化
し
て

い

る
こ

と

の

表
れ

だ
と

も

言
え

る
。

ハ

イ
デ

ガ

ー

の

か

つ

て

の

弟
子

で

あ
る

ア

ー
レ

ン

ト

が

「

悪
の

凡
庸
さ
（
σ

譽
巴
詳
く

oh

 

邑）
」

と

　

　
　

　

　
　

　〔
12）

し
て

述
べ

た

よ

う
に

、

悪
は

も
は

や
い

か

な

る

意

味
で

も

「

根一
兀
亜
心

（
『

鋤

鮎
o

巴
 
＜

ε
」

で

は

あ
り

え

な
い

の

で

あ
っ

て
、

死
す
べ

き

自

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
（
13）

己
へ

と

下
ろ

し

た

最
後
の

根
す

ら

も

奪
わ

れ

て
、

「

菌
類
の

よ

う
に

地
表
に

広
が

り
」

、

知
ら

ぬ

間
に

「

全

世

界
を

押
し

流
し

て

し

ま

（
14）う

」

こ

と

も

あ

り

う
る

の

で

あ
る

。

い

ず
れ

に

し

て

も
、

こ

う

し

て

現

存
在
の

存
在

意
味
の

中
核
に

自
己
で

あ

る

こ

と

の

〈

不
−

可
能

性
〉

が

見
て

と

ら

れ

た

以
上

、

ハ

イ
デ

ガ

ー

の

敢

行
し

た

存
在
の

問
い

の

立

ち

上

げ
直
し

に

追

随
す
る

こ

と

は

で

き

な

い
。

そ
こ

で

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　
　

　
　
　

　
　
　
（
15）

は
、

死
の

問
い

や

悪
の

問
い

に

ま
つ

わ

る

不

可
能
性
と

思

索
そ

の

も

の
の

不
可
能
性
が

連

動
す

る

地

点
に

立
た

さ

れ

る

の

で

あ
る

。

し

か

し
、

こ

れ

は

端
的
な

る

袋
小

路
で

は

な
か

ろ

う
か

。

こ

う
し

た

方
向
へ

と

進
む

フ

ラ
ン

ス

の

哲
学
者
た

ち

の

思

索
は

、

い

か

に

し

て
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な
お

く

思
索
V

で

あ
り

う
る

の

で

あ
ろ

う

か
。

　
こ

こ

で

注
目
す
べ

き

は
、

彼
ら
が

死
へ

の

存

在
と

し

て

の

自
己
の

証
し

と
い

う
ハ

イ

デ
ガ

ー
の

発
想
を
単
に

捨
て

る

の

で

は

な

く
、

そ
の

よ
う

な

証
し

の

不

可
能
性
に

刺
し

抜
か

れ

つ

つ
、

そ
の

く

不
−

可

能
V

な

自
己

を

我
知
ら

ず

伝
え

て

い

く

営
み

で

あ
る

よ

う

な

「

証
言
」

へ

と

そ

れ

を

読
み

換
え
て
い

こ

う
と

す

る
こ

と

で

あ
る

。

そ
こ

で

は
、

け
っ

し

て

〈

自
証
〉

さ

れ

え
な

い

こ

の

く

不
−

可
能
V

な

自
己
の

非
完
結
性
が

、

そ

の

ま
ま

で

他
者
た

ち
へ

の

「

呼
び

か

け
（

樽
o

巴
」

と

み

な

さ

れ

る

こ

と

に

な

る
。

デ
リ

ダ
や

リ
ク

！

ル

が

強
調

す
る

よ

う

に
、

客
観
的

に

確

定
で

き

る

「

証

拠
（

質
Φ

耄
巴
」

に

依
拠
す

る

こ

と

が

で

き

ず

「

証

人
の

自
己

指
示
（
国

葺
。・

叡
ω

齢

蠧
ま
巳
」

の

み

を

実
質
と

す

る

か

ら

こ

そ
、

証

言
は

本
質
的
に
》
Φ

臥
o
『

巨
鉾
凶

く
 

で

あ
ら

ざ
る

を

え

な
い

の

で

あ
り

、

こ

の

冒

興−

囲

o
畦

日
餌

9
 

が

実
存
論
的
な

確
実
性
を
も

担
保
で

き
な
い

〈

不
−

可
能
〉

な

も
の

で

あ
る

が

ゆ

え

に
、

そ

こ

で

問
題
と

な

る

証
し

は
、

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　ら
お　

「

証

人
の

証
人
」

へ

の

呼
び
か

け
と
い

う

形
を

と

ら
ざ
る

を
え

な
い

の

で

あ
る

。

こ

の

よ

う
に

、

誰
が

何
を

誰
に

呼
び

か

け
て

い

る

か

に

つ

い

て

の

知
す

ら
も

解
体
さ

れ

流
動

化
せ

ざ
る

を
え
な
い

よ

う

な

局
面
に

身
を

置
き
つ

つ
、

そ
こ

に

端
的
な

行
き
止

ま

り
を
見
る

の

で

は

な

く
、

自
己
を

曝
し

出
し

て

け
っ

し
て

同
定
で

き

な
い

何
か

を

我
知
ら

ず
後
へ

と

残
す
〈

不
−

可

能
〉

な

伝
達
を

見
る

と

い

う
こ

と
、

ま

さ

に

こ

の

点
に

彼
ら

が

「

証
言
」

と

呼
ぶ

事
象
の

核
心
が

あ
る

。

そ

し

て
、

私
の

考
え

で

は
、

こ

れ

を
証
言
と

呼
ん

だ

と
い

う

こ

と

は
、

単
に

特
定
の
一

主
題
に

つ

い

て

の

考
察
な

の

で

は

な
く

、

彼
ら

の

破
格
な

思
索
の

立

ち

上

げ
自
体
を

可
能
に

し

た

原
本
的
な

態
度
決
定
と

み

な

す
べ

き

も

の

だ

と

思
わ

れ

る
。

ま
さ

に

そ

れ
に

よ
っ

て
、

レ

ヴ
ィ

ナ
ス

の

「

倫
理
」

や
デ

リ

ダ
の

「

脱
構
築
」

が

極

限

的
な

形
で

示
し

た

よ

う
に

、

他
な
る

も
の

、

異
な

る

も
の

、

跡
形
も

な

く
過
ぎ
去
る

も

の
、

脆
く
は

か

な
い

も

の
、

ひ

た

す

ら

受
け

身
的
な

も
の
、

人

間
以
下
の

も

の
、

死
せ

る

も

の
、

幽
霊

的
な
も

の

等
が
、

従
来
の

知
の

枠
組
を

破
っ

て

思
索
の

中
心
へ

と

入

り

込
ん

　

　
　

　

　
　（
17）

で

き

た

の

で

あ
る

。
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だ
が

、

そ

も

そ

も

彼
ら

は

な
ぜ

そ

の

よ

う
な
態
度
決

定
を

な

し

え
た

の

で

あ
ろ

う

か
。

な
ぜ

そ
こ

に

「

証
言
」

を
認
め

る

こ

と

が

で

き

た

の

で

あ
ろ

う
か

。

こ

の

点
を

問
う
な

ら

ば
、

そ
れ
が

証

言
な

る

術
語
が

歴
史
的
に

背
負
っ

て

き

た

宗
教
的
含
意
の

再
活
用
に

依
存

し

て
い

る

こ

と

を

指
摘
し

な
い

わ
け

に

は
い

か

な
い

。

そ

の

点
に

つ

い

て

は
、

ギ
リ
シ

ャ

・

ラ

テ
ン

語
で

の

用
法
に

ま

で

遡
っ

て

こ

の

　

　

　
　

　

　
　

　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　

　
　
（
18）

術
語
の

重
層
的
な
含
意
を

浮
き

彫
り
に

す

る
バ

ン

ヴ
ェ

ニ

ス

ト

や

ア

ガ
ン

ベ

ン

の

考
察
が

参
考
に

な

る
。

そ

の

精
緻
な

分
析
を

あ

え

て

単
純
化
し

て

参
照
す
れ

ば
、

証
人
と

は
二

者
間
の

係

争
に

お

け

る

「

第
三

者
」

と

い

う

司

法
的
な

存
在
（
冖

 

。゚

鉱
ω

11
け

。
「

ω

罸）

で

あ
る

の

み

な
ら
ず

、

あ

る

重
大
な

出
来
事
を

超
え
て

そ

の

後
に

な

お

存
続
す
る

「

生
き

残
り
（
ω

巷
 

曇
Φ
ω〉
」

で

あ
り

、

ま

た

自
己

の

存
在
自

体

を

擲
つ

こ

と

が

信

仰
の

証
し

と

な

る

「

殉

教
者
（

ヨ

舞
琶
」

を

も
意

味
し

て

き

た

の

で

あ
る

。

そ

う
で

あ
る

な

ら
、

右
の

意

味
で

の

〈

不
−

可
能
〉

な

自
己
の

非
完
結
性
を
「

証
言
」

と

呼
び
、

自
己

を

解
体
し

つ

つ

知
に

回
収
し

え

な
い

何
か

を

後
に

遺
贈
す
る

く

不
−

可

能
V

な

伝
達
を
そ
こ

に

見
る

こ

と

は
、

た

と

え

特
定
の

宗
教、

特
定
の

神
を

前
提
と

し
て

い

な

く
と

も、

証
言
と
い

う
営
み

が

背
負
う

宗

教
的
伝

統
か

ら

の

大
胆
な

借
り
入
れ

が

あ
っ

て

初
め

て

成
り
立

つ

立

場
だ
と

言
う
べ

き

で

あ
ろ

う
。

た

だ

し
、

こ

の

借
り

入

れ

は

宗

教

的
伝
統
自
体
を

も
大
き

く
揺
さ

ぶ

り
、

換
骨
奪
胎
と

も
歪

曲
と

も

つ

か

な
い

よ

う

な

様
相
を

呈

す

る

こ

と

に

な

る
。

実
際、

レ

ヴ
ィ

ナ
ス

や

デ

リ

ダ
の

証

言
概
念
は

、

「

存
在
に

汚
さ
れ

な
い

神
」

（
レ

ヴ

ィ

ナ

ろ

や
「

（

私

自
身
も
含
め
て
）

誰
も

何
も
理

解
し

な

い

私
の

宗
教
」

（
デ
リ

ダ）

と

い

っ

た

異
様
な

神
概
念

、

宗
教
概
念
を

呼
び

寄
せ

る

の

で

あ
る

。

六

　
「

自
覚
」

と

は

何
を
す
る

こ

と

か

i
京

都
学
派
の

哲
学

ー

　

で

は
、

現
代
フ

ラ
ン

ス

哲
学
を

通
し

て

以
上
の

よ

う
に

描
か

れ

た

〈

ポ

ス

ト

哲
学
的
思
索
と

宗
教
的
な

も

の
〉

と

の

関
係
か

ら

見
返

し

た

場
合

、

京

都
学
派
の

哲
学
は

ど
の

よ

う
な

姿
で

現
れ

て

く
る

で

あ
ろ

う
か

。

す
で
に

述
べ

た

よ

う

に
、

証
言
と
の

対
比
に

お

い

て
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N 工工
一Eleotronlo 　Llbrary 　



Japanese Association for Religious Studies

NII-Electronic Library Service

Japanese 　Assoolatlon 　for 　Rellglous 　Studles

〈ポ ス ト哲学的〉 思索 と く宗教的な もの 〉

こ

こ

で

着
目
し

た
い

の

が

「

自
覚
」

と
い

う

営
み

で

あ
る

。

「

実
在
は

現
実
そ

の

ま

ま

で

な

け
れ

ば

な
ら

な

い
」

〔
『

善
の

研

究
』

「

再
版
の

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　
（
19）

序
」）

と
い

う
の

が
、

西
田
の

思
索
を

そ

の

始
め
か

ら

動
か

し

て

い

た

モ

チ

ー
フ

で

あ
っ

た
。

そ

の

限
り
で

は
、

ベ

ル

ク

ソ

ン

の

「

直

接
所
与
」

、

フ

ッ

サ
ー

ル

の

「

事
象
そ
の

も

の

へ

」

な
ど

、

同

時
代
の

西
洋
哲

学
者
た

ち

と

方
向
性
を

同
じ

く
し

て
い

た

と

言
え

る
。

実
際
西
田

は
、

よ

く
知
ら

れ

て
い

る

よ

う

に
、

ジ
ェ

イ

ム

ズ

か

ら

取
り
入
れ

た
「

純
粋
経
験
」

の

概
念
に

独
自
の

内
容
を

盛
り

込

む
こ

と

に

よ
っ

て

自
ら

の

思
索
の

第
一

歩
を

踏
み

出
し

た

の

で

あ
っ

た
。

し

か

し
、

哲
学
で

あ
る

限
り

は
、

い

か

に

し

て

実
在
が

現
実
そ
の

ま

ま

に

知
ら
れ

う
る

か
、

そ

の

〈

仕
方
〉

を
明
ら

か

に

し

な
け

れ

ば
な

ら
な
い

。

『

善
の

研
究
』

で

は

こ

の

点
が

十
分
に

考
察
さ

れ
て

い

な

か

っ

た
。

そ

の

こ

と

に

気
づ

い

た

西
田
は

、

西
洋
哲
学
の

全
体
を

驚
く
べ

き

集
中
力
で

咀

嚼
し
つ

つ

悪
戦
苦
闘
を

繰
り

広
げ
た

結

果
、

従
来
の

西

洋
哲
学
に

は

そ

の

た

め

の

十
分
な

用
意
が

な
い

こ

と

を

悟
り

、

な

す
べ

き

こ

と

を

自
前
の

言
葉
で

表

現
す
る

に

至
っ

た
。

そ

れ
が

「

自
覚
」

と

い

う

術
語
に

ほ

か

な
ら

な

い
。

『

自
覚
に

於
け

る

直
観
と

反
省
』

で

術
語
と

し
て

登

場
し

て

以

来
、

自

覚
は

一

貫
し

て

西
田
の

思
索
の

根
本
的
な

方

法
態
度
で

あ
る

と

同
時
に

、

こ

の

思
索
が

掴
み

出
し

た

事
象
が
そ

れ

と

し

て

知
ら

れ

る

〈

仕

方
〉

で

あ
り

続
け

た
。

そ

し

て
、

後
続
す

る

京

都
学
派
の

哲
学
者
た

ち

に

お

い

て

も、

西
田

哲
学
と

の

関
わ

り
は

多
種
多
様
で

あ
っ

た

が
、

こ

の

よ

う
な
水

準
で

受
け
止
め

ら
れ

た

自
覚
と

い

う
営
み

自
体
は

、

彼
ら

の

思
索
の

仕
方
そ

の

も
の

を

規
定
す

る

決
定
的
な

意
味

を
も
っ

た

の

で

あ
る

。

　

だ

が
、

そ
も

そ

も

西
田
に

と
っ

て
、

な
ぜ

自
己
意

識
で

も

自
己

認
識
で

も

自
己

直
観
で

も

十
分
で

は

な

く
、

「

自
覚
」

で

な
け

れ

ば

な
ら

な

か

っ

た

の

で

あ
ろ

う
か

。

自
己
意

識
等
と

自

覚
と

の

違
い

は
、

端
的
に

言
え

ば
、

前
者
が

単
に

「

自
己
が

自
己
を
見
る
」

こ

と

で

あ
る

の

に

対
し

て
、

後
者
は
「

無
に

し

て

自
己
を

見
る
」

こ

と

だ
と

い

う
こ

と

で

あ
る

。

前
者
で

は

不
十
分
だ
と

い

う
判
断
に

は
、

哲
学
に

お

け
る

知
の

根
拠
づ

け
の

仕
方
自

体
へ

の

ラ

デ
ィ

カ

ル

な

批
判
が

畳
み

込
ま

れ

て

い

る
。

つ

ま
り

、

知
る

者
と

し

て

の

自
己

に

33 （1125）
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つ

い

て

の

確
た

る

知
に

よ

っ

て

知
そ

の

も
の

を

根
拠
づ

け
よ

う
と

す

る

態
度
で

は
、

そ

う
し

て

〈

知
ら
れ

た

自
己
〉

が

遮
蔽
幕
と

な
っ

て
、

「

事
実
そ
の

ま

ま

に

知
る
」

と

い

う
あ

り
方
に

は

け
っ

し

て

達
し

え
な

い

と
い

う

わ
け
で

あ
る

。

「

事
実
そ

の

ま

ま

に

知
る
」

た
め

に

は
、

知
る

自
己

が

自
己
を
全

く
無
化
し
て

そ

の

意
味
で

は

〈

無
知
〉

と

な

り
つ

つ

も
、

単
な

る

知
の

放
棄
で

は

な

く
、

む

し

ろ

自
ら

を

全
て
が

そ

の

ま

ま

に

映
さ

れ

る

無
な

る

場
と

化
す

よ

う
な

「

見
る
こ

と
」

そ

の

も

の

に

な

ら

ね

ば
な
ら

な
い

。

そ

の

よ

う
な

態

度
を

表
わ

す
た
め

に

も
っ

と

も

ふ

さ

わ

し
い

も

の

と

し
て

、

自
覚
と
い

う
語
が

術
語
化
さ

れ

た

の

で

あ
る

。

そ

の

よ

う

に

考
え

れ

ば
、

こ

れ

は
、

〈

ポ
ス

ト

哲
学
的
思

索
V

と

し

て

の

西
田

哲
学
の

思

索
の

く

仕
方
V

自
体
を

担
う

術
語
だ
と

言
え

る
で

あ
ろ

う
。

　

も
ち

ろ

ん
、

自
覚
が

直
ち

に

「

無
」

と

結
び
つ

け

ら

れ

た

わ

け

で

は

な
い

。

「

自
己
が

自
己
を

見
る

」

を

「

自
己
が

自
己
に

お

い

て

自
己
を

見
る
」

と

捉
え
直
し

た

点
に

自
覚
概
念
が

も

た

ら
し

た

最
初
の

転
回
が

あ
っ

た

の

で

あ
り

、

こ

の

「

お

い

て

あ
る

場
所
」

を
プ

ラ

ト

ン

や

ア

リ

ス

ト

テ

レ

ス

の

大
胆
な

解
釈
を

通
し

て

「

絶
対
無
の

場

所
」

と

み

な

す
こ

と

に

よ

っ

て
、

「

西
田

哲
学
」

が

成
立

し

た

　
　

　

　（
20）

の

で

あ
っ

た
。

し

か

し
、

西
田
の

思
索
が

こ

の

よ

う

な

展

開
を

果
た

し

え
た

の

は
、

知
る

者
の

自
己

無
化
と
一

つ

で

あ
る

よ

う
な

知
と

し

て

の

自
覚
を

根
本
態
度
と

し
て

採
用
し

た

か

ら

で

あ

り
、

自
覚
と
い

う
あ

り
き

た

り

の

用
語
に

そ

の

よ

う

な

意

味
を

充
填
し

え
た

の

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

（
21）

は
、

や

は

り
そ

の

底
に

仏
教
的
な

含
意
に

通
じ

る

〈

覚
〉

を

見
て

い

た

か

ら

で

あ

ろ

う
。

実
際

、

場
所
概

念
の

確
立
直

後
の

『

一

般
者

の

自
覚

的
体
系
』

で

は
、

「

自

覚
的

体
系
」

と

し
て

の

西
田
哲

学
の

全

体
像
が

提
示
さ

れ
つ

つ

も
、

「

絶
対
無
の

自
覚
」

は

究

極
に

お

い

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　〔
22）
　

　

　
　

　

　

　
　

　

　
　

　

　

　
　

　

　

　
　
〔
23）

て

「

も
は

や

論
議
の

立

場
で

は

な
い
」

「

色
即

是
空
空

即
是
色
の

宗

教
的
体
験
」

だ
と

明
言
さ

れ

て

い

る

の

で

あ
る

。

　

西
田
自
身
は

、

〈

ポ

ス

ト

哲
学
的
〉

と

言
え
る
よ

う
な

彼
の

哲
学
と

〈

宗
教

的
な

も

の
〉

と
の

こ

う

し
た

連
関
に

つ

い

て
、

基

本
的

に

は

思
い

悩
む
こ

と

は

な
か
っ

た
。

そ

の

よ

う
な

態
勢
の

下
で

、

仏
教
を
前
提
と

し

た

思

想
を

形
成
す
る

の

で

は

な

く
、

あ
く
ま

で

西

洋

由
来
の

意
味
で

の

〈

哲
学
〉

の

西

洋
に

お

い

て

達
成
さ

れ

た
こ

と

の

な

か

っ

た

あ
る

べ

き

姿
を
追
い

続
け

た
の

で

あ
る

。

し

か

し
、

（1126＞ 34
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そ

こ

に

は

や

は

り
、

従
来
の

意

味
で

の

哲
学
に

も

宗
教
に

も
回

収
で

き

な

い

過
剰
で

不

定
形
な

思
索
が

蠢
い

て

い

る

よ

う
に

思

わ
れ

る
。

こ

の

過

剰
で

不

定
形
な

側
面
は

、

田

辺

や

西
谷
に

お

い

て

は
あ
る

仕
方
で

意
識
化
さ

れ
、

そ

れ

ぞ

れ

の

思

索
が

位

置
す
る

歴
史
的

境
位
と

の

連
関
で

鋭
く
捉
え

直
さ

れ

て

い

っ

た

の

だ
と

言
え

よ

う
。

田
辺
は

西
田

の

『

一

般
者
の

自
覚
的
体
系
』

の

叙
述
を

受
け
て

い

　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　（
24）

ち

早
く

「

哲
学
の

宗
教
化
」

だ
と

批
判
し

、

絶
対
無
を

「

行
為
的
絶
対

転
換
」

、

自
覚
を
そ

の

「

行
証
」

と

し

て

規
定
し

直
す
こ

と

で
、

行
為
者
た

る

わ

れ
わ

れ

の

有
限
性

、

罪
悪

性
、

歴
史

的
偶
然
性
に

ど

こ

ま
で

も

密
着
し
た

絶
対
無
の

哲
学
を
追
求
し

て

い

っ

た
。

し

か

し
、

と

く

に

「

懺
悔
道
の

哲
学
」

以

降、

自
ら

の

思

索
を

「

哲
学
な
ら

ざ
る

哲
学
」

と

し

て

受
け
取
り
直
し

た

の

に

伴
っ

て
、

田

辺
も

ま

た

〈

宗
教
的
な

も
の
〉

と
の

関
わ

り
を

鮮
明
に

し

て

い

っ

た
。

浄
土

教
、

キ

リ

ス

ト

教
、

禅
仏
教
の

問
を

目
ま

ぐ

る

し

く
動
き
つ

つ

そ

こ

か

ら

自
ら

の

絶
対
無
の

行
為
弁
証
法
の

核
心
部
を

語
り

直
す
こ

と

で
、

田

辺
の

思
索
は

さ

ら
な

る

力
動
と

新
た

な

展
開
を

得
る
こ

と

に

な
っ

た

の

で

あ
る

。

西
谷
の

場

合
は

、

田

辺
と

は

対
照
的
に

、

西
田
の

絶

対
無
の

自
覚
の

最
根
底
に

見
ら

れ

た

「

も
は

や

論

議
の

立

場
で

は

な
い
」

次
元
を

積
極
的
に

引
き

継
ぎ
、

仏
教

的
色
合
い

を
鮮
明
に

し

て

「

空
の

立

場
」

を

打
ち

出
す

と
い

う

方
向
に

進
ん

で

　

　（
25）

い

っ

た
。

し

か

し
そ

れ

は
、

哲
学
を

捨
て

て

仏
教
に

戻
る

と
い

う
よ

う
な

単

純
な

話
で

は

な
い

。

自
覚
の

事
柄
と

し

て

の

空
は

、

知
る

者
と

し

て

の

自
己
の

根
底
に

自
覚
さ

れ

る

全
き

虚
無
と

不

可
分
な

の

で

あ
っ

て
、

こ

の

虚
無
を

通
し

て
、

西

谷
が

西
洋

世
界
の

終
着
点

に

見
た

「

ニ

ヒ

リ
ズ

ム
」

と
い

う
歴
史
的

境
位
に

直
結
し

て
い

る

の

で

あ
る

。

　

以
上
の

よ

う
に

見
る

な
ら
ば
、

西
田

、

田

辺、

西
谷
の

思

索
を

、

〈

ポ

ス

ト

哲
学

的
思

索
と

宗
教
的
な
も

の
〉

と

い

う

問
題
設

定
か

ら

見
直
し

て
、

相
互
に

連
関
づ

け
つ

つ

そ

の

流
れ

を
追
う
こ

と

は

十
分
可
能
で

あ
る

と

思
わ
れ
る

。

た
と

え
ば

西
谷
の

次
の

よ

う

な

言

明
か

ら

そ

の

こ

と

を

窺
い

知
る
こ

と

が

で

き

よ

う
。

「

ニ

ヒ

リ

ズ
ム

と
い

う

問
題
に

は
、

宗
教
だ

け
か

ら

も

哲

学
だ
け

か

ら

も

1
少

な

く

と

も

従
来

、

宗
教
を

哲
学
か

ら

区
別
す

る
、

宗
教
の

本
質
的
な
立

場
と

見
な

さ

れ
て

い

る

と
こ

ろ

だ

け

か

ら

も
、

哲
学
を
宗

教
と

35 （1127｝
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ヨ

区
別
す
る

、

哲
学
の

本
質
的
な

立
場
と

さ

れ

て

い

る

と

こ

ろ

だ

け

か

ら

も

　
　
解
決
さ

れ

難
い

も

の

が

含
ま

れ

て

い

る

の

で

あ
る
」

。

彼
ら
の

思
索
は
、

単
に

西

洋
の

キ

ャ

ッ

チ
ア
ッ

プ

を

目
指
す
遅
れ

て

き

た

形
而
上

学
的
思

弁
で

も
な

け
れ

ば
、

単
に

仏
教
思
想
・

東
洋

思
想
の

近
現

代
ヴ
ァ

ー
ジ
ョ

ン

な
の

で

も

な
い

。

そ
こ

に

は
、

現

代
フ

ラ

ン

ス

哲
学
に

見
ら

れ

た

よ

う
に

、

〈

ポ

ス

ト

哲
学
的
思

索
と

宗
教

的
な
も
の
〉

の

〈

と
〉

が

体
現
す
る

特
異
な

緊
張
と

動
揺
を

見
分
け

る
こ

と

が

で

き

る
の

で

あ
る

。

七
　
終
わ
り
に

ー
〈

あ
い

だ
〉

の

動
的
図
式
の

構
想
へ

ー

　

以
上

、

証
言
と

自
覚
と
い

う
双
方
の

思

索
の

立
ち

上

げ
方

に

的
を
絞
っ

て

並

行
的
に

論
じ
る

こ

と

に

よ
っ

て
、

〈

思

想
（

思

索
）

に

と
っ

て

の

宗
教
V

の

考
察
と
い

う
文

脈
で
、

現
代
フ

ラ

ン

ス

哲
学
と

京
都
学
派
の

哲
学
を

対
応
づ

け

て

活
用
す

る

た

め

の

構
図
を

描
い

て

み

た
。

紙
幅
の

関
係
も
あ
り

、

か

な

り
切
り

詰
め

て

形
式
化
し

た

論
述
と

な
っ

た

が
、

そ

の

よ

う

な
ス

タ

イ
ル

を
と

っ

た
こ

と

で
、

少
な

く
と

も
問
題
と

し

た
い

事
柄
を

は
っ

き

り

と

浮
か

び
上

が

ら

せ

る
こ

と

だ

け
は

で

き

た

と

思
う

。

だ
が
、

も

は

や

単
な

る

新
た
な

哲
学
で

も

別
種
の

宗
教
思
想
で

も

な
い

こ

う
し

た

思
索
は
、

具
体

的
に

い

か

な

る

方

向
へ

と

展
開
し

う

る

も

の

な

の

か
。

ま

た
、

現
代

フ

ラ
ン

ス

哲
学
と

京

都
学
派
の

哲
学
を

こ

の

よ

う
に

重
ね

合
わ
せ

る
こ

と

で
、

と

く
に

見
え
て

く

る

事
柄
は

あ
る

の

か
。

最
後
に

そ

う

い

っ

た

点
に

つ

い

て
、

若
干
の

展
望
を

述
べ

て

お

き

た
い

。

　

現
代
フ

ラ
ン

ス

哲
学
の

証
言
論
が
ハ

イ

デ
ガ

〜

の

批

判
的
継
承

と
い

う

性
格
を
濃
厚
に

帯
び
て

い

る
こ

と

は

先
に

述
べ

た

通
り
で

あ

る

が
、

京

都
学

派
の

哲
学
で

も
ハ

イ

デ
ガ

ー

が
と

く
に

重

要
な

参
照
軸
に

な
っ

て

い

る
こ

と

は

よ

く
知
ら

れ

て

い

る
。

す

で

に

西
田

　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
（
27）

は
、

ハ

イ

デ
ガ

；

的
現
存
在
の

存
在
理

解
を

「

不
十
分
な

自
覚
」

と

評
し

て

い

た
。

自
ら

の

切
り
開
い

た

「

自
覚
」

と

い

う
方
法
態
度

と

重
な

る

方
向
を
ハ

イ

デ
ガ

ー
に

見
て

と

り
つ

つ

も
、

そ

れ

を

な

お

「

不
十
分
」

だ

と

断
じ
て

い

た

の

で

あ
る

。

田

辺
と

西
谷
は

、

ハ
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イ
デ
ガ

ー

の

思

索
へ

と

後
期
の

展

開
ま

で

も

視
野
に

入

れ
つ

つ

さ

ら

に

踏
み

込
ん
で
い

き
、

そ

の

深

部
に

お

い

て

対
峙
す

る

の

で

あ

る

が
、

ハ

イ

デ
ガ

ー
へ

の

こ

う
し

た

評

価
は

基
本
的
に

そ

の

ま

ま

受
け

継
い

で
い

る
。

そ
し

て
、

三

人
が

そ

の

よ

う
に

考
え
た

理
由
を

探

る

な
ら

ば
、

や

は

り
そ

れ
が

〈

死
の

問
い
〉

お

よ

び

〈

悪

の

問
い
〉

と

の

関
連
で

照
ら

し

出
さ

れ

る
べ

き

も

の

で

あ
る

こ

と

が

分
か

る
。

つ

ま

り
、

自
己

の

死
に

臨
ん

で

自
ら

の

も
っ

と

も

固
有
の

存

在
可

能
性
を

証
す

る

と

い

う
の

で

は

な

お

不
徹
底
で

あ
っ

て
、

「

死

即
生
」

、

「

絶
対
否

定
即
絶
対
肯
定
」

に

ま

で

至

ら
な
け

れ

ば

「

事
実
そ
の

ま

ま
」

の

境
位
に

触
れ

た

こ

と

に

は

な

ら

な
い

の

で

あ

り、

そ

し
て

こ

の

よ

う
な

境
位
に

触
れ

て

こ

そ
、

現
存
在
の

有
限
性
の

問
題
に

帰
す

る
こ

と

の

で

き

な
い

悪
の

問
い

の

姿
を

受
け

と

め
、

そ

れ

を
超
え
る

方
向
を

指
し
示

す
こ

と

が

で

き

る

と

考
え
る
の

で

あ
る

。

一

見
こ

れ

は
、

フ

ラ
ン

ス

哲
学
の

証
言
論
が

際
立
た
せ

た

自
己

の

死
の

〈

不
−

可
能
〉

と

は

逆
の

方

向
で

あ
る

よ

う
に

見
え
る

。

し

か

し
、

死

即
生
の

〈

即
〉

に

託
さ

れ

た

〈

事
実
性
〉

は
、

単
に

可

能
性
と

の

対
比
に

お

け

る

現
実
性
で

は

な
い

。

こ

れ
は

、

ハ

イ

デ
ガ

ー

の

思
索
も

含
め

て

従
来
の

哲
学
的
思

索
に

対
し

て

ど

こ

ま
で

も

自
己

化
〈

不
可
能
〉

な

も
の

と

し

て

突
き
つ

け

ら

れ
る

事
柄
で

あ
っ

て
、

だ
か

ら
こ

そ

「

自
覚
」

へ

の

態
度
変
更
が

求
め

ら

れ

る
の

で

あ
る

。

　
こ

の

よ

う
な
視

点
を
と

る

な

ら

ば
、

単
に
ハ

イ

デ
ガ

ー
の

「

存

在
の

問
い
」

に

「

絶
対
無
」

や

「

絶
対
他
者
」

を

対
置
し

て

い

る

限

り
は

思
い

も
つ

か

な
い

よ

う
な

形
で
、

現

代
フ

ラ
ン

ス

哲
学
と

京

都
学
派
の

哲
学
を

交
差
さ

せ

て

い

く
可
能
性
が

開
け

て

く

る

の

で

は

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
き
わ

な
か

ろ

う
か

。

「

証
言
」

と

い

う

営
み

を

通
し

て

思

索
が

不
可
能
性
の

際
か

ら

立
ち

上

げ
ら
れ
る
そ

の

く

仕
方
V

に

即
し
て

見
た

場
合

、

現

代
フ

ラ

ン

ス

の

〈

ポ

ス

ト

哲
学
的
思

索
〉

は
、

も

は

や

哲
学
に

よ
っ

て

も

宗
教
に

よ
っ

て

も

直
接
支
え
ら

れ

ず
、

〈

不
−

可
能
〉

な

伝

達
を
つ

な
い

で

い

く
こ

と
で

の

み

存
続
す
る

き

わ
め

て

心
許
な
い

営
み

と

し

て

映
る

で

あ
ろ

う
。

だ

が
、

そ

う
し

て

開
か

れ

て
い

く

不

確
か

な

回
路
に

あ
え

て

身
を

投
じ

る

こ

と

に

よ
っ

て
、

こ

の

思
索
は

、

そ
れ

な

し

に

は

け
っ

し

て

考
え

ら

れ

な
か

っ

た

よ

う
な

言
説
を

37 〔1129）
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紡
ぎ

始
め

る
。

レ

ヴ
ィ

ナ

ス

の

「

顔
」

、

デ
リ

ダ
の

「

差
延
（

山

嶷
騨
畧
8）
」

、

ア
ン

リ
の

「

肉
」

等
々

、

個
々

の

事
例
に

立
ち

入
る

こ

と

は

で

き

な
い

が
、

そ

う
し

て

切
り

開
か

れ

た

も

の

を
〜

気
に

表
現
す

れ

ば
、

証

言
の

あ
る

か

な

き
か

定
か

な

ら
ぬ

〈

呼
び
か

け
〉

に

即
し

て
、

人
と

人
、

人

と

世
界
の

〈

あ
い

だ
〉

の

有
り
よ

う
を
全

く
新
た

に

描
き

直
す
動
的
図
式
の

よ

う

な

も
の

だ
と

言
え
よ

う
。

そ

こ

で

は
、

と

り
わ
け

身
体
性

、

社
会
性

、

歴
史
性
を

語
り

出
す

仕
方
に

お

い

て
、

根
本
的
な

転
換
が

生
じ

て

く

る
。

〈

生
き

ら

れ

た

身

体
〉

と

さ

え

言
え

な
い

受

動
的
な

曝
し

出
し

か

ら

身
体
性
が

、

あ
ら
ゆ

る

自
他
関
係
か

ら

組
織
的
に

排
除
さ

れ
る

よ

う
な

他
性
か

ら

社

会
性
が

、

記
憶
や

記
録
か

ら

脱
落
す

る

死

者
た

ち
か

ら

歴
史

性
が

語
り

直
さ

れ
る

の

で

あ
る

。

〈

ポ

ス

ト

哲
学
的
思

索
と

宗
教
的
な

も

の
V

と

い

う

問
題
設
定
の

下
で

見
直
す
こ

と

に

よ
っ

て
、

京
都
学

派
の

哲
学
か

ら
も
こ

れ

に

対
応
す

る

局
面
を
引
き
出
す
こ

と

が

で

き

る

の

で

は

な
か

ろ

う
か

。

実
際

、

西
田
へ

の

ラ

デ
ィ

カ

ル

な

批
判
を
ば

ね

に

し

て
、

田

辺
は

行
為
的
自
覚
を
「

社
会
存

在
論
」

や

「

世

界
図

式
」

へ

と

つ

な
げ
る

道
を

探
り

、

個
と

類
の

く

あ
い

だ
V

に

「

種
の

論
理
」

を

張
り

渡
そ

う
と

苦
闘
し

た
。

ま

た
、

お

そ

ら

く
こ

の

動
き

に

触
発
さ

れ
て

、

西
田

も
「

私
と

汝
」

や

「

歴

史
的
世
界
」

と

い

っ

た

問
題
へ

と

深
く

切
り
込
ん

で

い

っ

た
。

超
歴
史
的
に

見

え
か

ね

な
い

西
谷
の

空
の

立

場
も
、

「

回
互

的
相
入
」

と
い

う
モ

チ
ー

フ

を

通
し

て

社
会

性
や

歴
史
性
の

問
題
と
一

体
に

な
っ

て

い

る
。

さ

ら

に
、

こ

う
し

た

自
覚
の

社
会

的
・

歴
史

的
次
元
へ

の

展

開
に

は
、

「

歴
史
的
身
体
」

（
西
田）

、

「

身
体
の

原
始
的
弁
証

法
」

（
田

辺）
、

「

現
身
的
フ

ァ

ン

タ

ジ
ー

」

茜
谷）

等
、

つ

ね
に

ユ

ニ

ー

ク

な

身

体
理

解
が

関

与
し

て
い

る

こ

と

も

見
逃
す
こ

と

は

で

き

な

い
。

こ

う

し
た

点
を

彼
ら
の

思
索
の

こ

次

的
側
面
と

み

な

す
の

で

は

な

く
、

む

し

ろ

そ

こ

に

こ

そ

自
覚
と

い

う

ポ

ス

ト

哲
学
的
思

索
の

営
み

に

よ

っ

て

切
り

開
か

れ
る

〈

あ
い

だ
〉

の

動
的
図
式
を

見
、

新
種
の

絶
対

者
の

哲
学
に

も

現
代
版
の

仏
教
思
想
に

も

収
ま

ら

な
い

過

剰
で

不

定
形
な

も
の

の

潜

勢
力
を
そ
こ

か

ら

開
発
す
る

こ

と
。

そ

れ

が
、

本
論

考
の

よ

う
な
ア
プ

ロ

ー

チ

に

よ
っ

て

求
め

ら

れ

る

京

都
学
派
の

哲
学
の

受
け

取
り
直
し

方
だ

と
い

う
こ

と

に

な

る

で

あ
ろ

う
。
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最
後
に

強
調
し

て

お

き
た
い

の

は
、

証
言
や
自
覚
と
い

う

仕
方
で

立
ち

上

げ
ら
れ

る

こ

う
し
た

思
索
は
、

道
な

き

所
に

道
を

開
く

大

胆
さ

に

よ
っ

て

際
立
ち
つ

つ

も
、

も

は

や

哲

学
か

ら

も

宗
教
か

ら
も

従
来
の

仕
方
で

は

根
拠
づ

け
ら

れ

な
い

所
で

発
せ

ら

れ

る

言
説
で

あ
る

以
上
、

あ
る

種
の

た

め

ら
い

を

免
除
さ

れ
る

こ

と

は

な
い

だ

ろ

う
、

と
い

う
こ

と

で

あ
る

。

わ

れ

わ

れ

の

共
同
性
や

歴
史
性
の

見

方
を
一

新
す
る

よ

う
な

図
式
の

産
出
が

重

要
だ

と

す

れ

ば
な

お

さ

ら
、

そ

う

し

た
ヴ
ィ

ジ
ョ

ン

が

哲
学
と

宗
教
に

よ
っ

て
二

重
に

競
り

上

げ
ら
れ

る

時
に

起
こ

り
う
る

倒
錯
に

は

警
戒
し

て

か

か

ら

ね
ば
な

る

ま
い

。

本
論
考
が

証

言
と

自
覚
と
い

う

営
み

に

注
目
し

、

〈

宗

教
的
な
も

の
〉

を

携
え
て

思
索
が

立
ち

上
が
っ

て

く
る

現
場
に

ま

で

戻
る
こ

と

を
求
め

た
こ

と

も、

そ

の

こ

と

と

関
係
し

て

い

る
。

思

索
が

た

め

ら

い

が

ち

に

立
ち

上

が

る

場

面
へ

と
、

何
度
で

も

立
ち

戻
ら

ね

ば
な

ら

な

い
。

こ

の

よ

う
な

立
ち

戻
り
を
組
み

込

ん

だ

思
索

だ

け
が

、

わ

れ

わ
れ
の

手
探
り

で

の

道

行
を

照
ら

す
明
か

り

と

な

り
う
る

で

あ
ろ

う
。
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〈ポス ト哲学的〉思索 と く宗教的な もの 〉

注
（

1
）
　
こ

の

よ

う
な

狭
義
の

「

宗
教
哲

学
」

の

成
立

事
情
に

つ

い

て

は、

グ
レ

ー
シ

ュ

の

次
の

論
考
が

た
い

へ

ん

行
き

届
い

て

い

る
。

冷
き
O
鬥

 

δ
o

戸

卜
恥

　

　
ミ

蛍
も

蕊

窺

§
ミ
ミ

N8

ミ

ミ
構
誌
玩

職
鳴

ミ

醤
蹄
o
轟

卜、
ミ
ミ
ミ賊
§

§
ミ

芍

ミ
貯
砺

魯
ミ
鴨

譜

ミ

鳶
識

鵯
C
§

ざ

ミ
恥

ト

芍

母
す
O
Φ

拝
卜。

OON

国
穹
o
ユ

g−

　

　
鉱
o
昌゚

（
2

）

窰

舞
冒

霞

註
濃
ぴQ
 

お

・

∪
節
の

国

巳
 

亂

奠
℃

巨
諺

8
三
Φ

G
昌
山

魯
〉

黥
び。

筈
Φ

α

霧

∪
Φ

爵
撃゚
・

》

（
δ
 

幽
）切

冒

O
§
ミ

§
蜂
富

切
繕

ミ
 

き
丶

　

　
縛
ら

書

§
吻

b
§
毎

§
梦

団

蠢
コ
犀
｛

震
け

帥

ヨ

呂
臥
戸

く．

丙
ざ
韓
Φ

コ
β
国

昌

戸
NOO

刈゜

（
3

）

　
こ

の

点
に

つ

い

て

現
時
点
で

な
し

う
る

総
括
を

行
っ

た
論
考
と
し
て

、

以
下
の

拙
論
を

参
照
さ

れ

た
い
。

杉
村
靖
彦
「

宗
教
哲
学
へ

ー
「

証
言
」

　

　
と
い

う

問
題
系
か

ら
（

1
と

（

『

哲
學
概
究
』

五
八
五

号、

京
都
哲
学
会、

二

〇
〇
八
年
四

月、

六
一

−
八

五

頁）
、

「

宗
教
哲
学
ヘ

ー
「

証
言
」

と

い

　

　
う
問
題
系
か

ら
（

2
）

」

（
同
五
八
六

号
、

二

〇
〇
八
年
一

〇
月、

」

ー
二

三

頁）
。

（
4）
　

富
皀
霧

≦°

口
Φ

邑
堕

き
軌

 

毳
愚
譜
誘

曼

き
ミ
帖

毒
翁
臼

臥
誌

霎
塁

◎
嵩

ミ
閥

き
ミ
o

縛
ぎ
鼻
〇

三
く
 

邑
叶

団

o
頃

団
p
≦

既
繭

掣
＄
ω

bOO
一゜

（
5

）

　
こ

の

点
に

関
す
る

筆
者
の

見
解
は

、

以

下
の

拙

論
で

若
干
述
べ

て

お

い

た
。

団

舘

島
障
o

ω

韻
巨
霞
鐸

《

→
 

ヨ
o

冒
山
ひq剛

。゚

路
鼻

含
ご

欝
9

菩
ω

o

歹

39 （1131）
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ピ
蝉

ω

齢
巳
帥

芻
口
o
　

ユ
 

→

穹
菩
Φ

匹
四

磊
δ

8
耳
 

×
け

 

α
Φ

鼠

℃

げ
躍
o
ω

ε
匡
Φ

島
ロ

眩
ヨ
o

お

蠧
鵬
 

》増
一
嵩

富
n

旨
昏
Φ

→

冨
ヨ
巨

鐸
（
瓮゚
）
−

賄
ミ
恥

ミ

き

討

　

　
辱

ミ
、

8
魯
ミ
鴨

丶

亀
q
越

ミ
鞄

駄
ミ

肖
鳴

鴇
野

蜀

ζ
o

耳
氤
巴”
勺

奉
白。

ω

Φ

ω

O
Φ

一．
d
巳
く

奠
ω

諦
伽

幽
Φ
］
≦
o

葺
「

 

鎚一闇
鋤

娼

母
践
曾
p

（
6）
　
田
辺
元
「

生
の

存
在
学
か

死
の

弁
証
法
か
」

「

メ

メ

ン

ト
・

モ

リ
」

（
『

田

辺

元
全
集
第

＝
二

巻
』

筑
摩
書
房、

一

九
六
四

年
）

。

（

7
）
　
西
谷
啓
治
「

私
の

哲
学
的
発
足
点
」

（
『

西
谷
啓
治
著
作
集
第
二

十
巻
』

創
文
社、

一

九
九

〇
年）
、

一

九
二

頁
。

（

8
）
　
こ

う
し

た

角
度
か

ら
の

批
判
の

可
能

性
に

つ

い

て

は、

現

代
フ

ラ

ン

ス

哲
学
の

側
で

は、

Uo

邑
⇒

δ
器

冒
ユ
o

譽
ρ

貯

耐
ミ

§
§嚇
、

ミ
ミ
髭
鳶

ミ

　

　

譜

貯

も

隷
ミ

ミ
§

譜
蹄

誉
§
ミ
麗鴇
勺

贄
宣
国

色
鋤

ゴ

一

＄
ド

（
北
村
晋
他
訳
『

現

代
フ

ラ

ン

ス

現
象
学、

そ

の

神
学
的
転
回
』

文
化
譖
旦

房

博
文
社、

一

　

　
九
九
四

年
）

、

京
都
学
派
の

哲
学
の

側
で

は
、

ジ

ョ

ン
・

D
・

マ

ラ

ル

ド
「

欧

米
に

お

け
る

研
究
の

視
点
か

ら

み

た
京

都
学
派
の

ア

イ

デ
ン

テ

ィ

テ

ィ

　

　
と
そ

れ
を
め

ぐ
る

諸

問
題
」

（
藤
田
正

勝
編
『

京
都

学
派
の

哲
学
』

昭
和
堂、

二

〇
〇
一

年）

を
参
照
の

こ

と
。

（
9
）
　

竃
費
吐
コ

出
Φ

置

擂
ぴq
Φ

ひ

肆
〜

鳶

黛
嵩
靴

騨
蝕

→

昌
ぎ

鞠
P

ζ゚

乞一
 

管

建
興

＜
Φ

ユ

諾
し

訂

島圏、

お
留
山
導

。゚

♪

姻

謹
よ
O°

（
10
）
　
杉
村

靖
彦

「

宗
教
哲
学
へ

ー
「

証
言
」

と
い

う

問
題

系
か

ら
（

1
）
」

、

前
出

。

（
11
）
　
こ

の

よ
う
な

洞
察
を
起
点
に

し
て

そ

れ

ぞ

れ

独
自
な

道
を

切
り
開
い

て

い

っ

た

最

初
の

例
と

し
て

は、

バ

タ

イ
ユ

、

ブ

ラ

ン

シ

ョ
、

レ

ヴ
ィ

ナ
ス

ら

　

　
の

名
を

挙
げ
る

こ

と

が
で

き

る

が、

彼
ら
か

ら
大
き
な
影

響
を

受
け
つ

つ
、

こ

の

洞
察
自
体
を
理

論
的
に

よ
り
突
き

詰
め
た
形
で

考
究
し
た

の

は
、

デ

　

　
リ

ダ
を
始
め
と

す
る

そ

の

次
の

世
代
の

哲
学
者
た
ち
で

あ
ろ

う
。

O
鳴゚

智
8
巨
Φ
の

U
角
「

三
P
』
芯
も

註

象゚

§
ミ

置
丶

−
恥 、
ミ
聾

§
園

鳶
轟

§

こ
§
§
馳

§

ミ

　

　

誌
ミ
融

♪

℃
p。
ユ
。゚、

Op
。

巨
 

ρ

一

 
¢
O°
（

港
道
隆
訳
『
ア

ポ
リ

ア
』

人
文

書
院、

二

〇
〇
〇
年）

（

12）
　
鬻
m

ヨ
讐
〉

話
⇒

ロ
戸

ミ
さ
ミ

§
謡

ミ

奇
ミ
箋
ド
ミ．

昌

沁

愚
Q

註

§

ミ
傷

寒
ミ
識
耐

ミ

鑒
鈍

2
Φ

薯

磯

霞
厂
ノ

記

覊
β
αq

℃

話
ω

ρ

さ
α

9
（
大
久
保
和
郎

　

　
訳
『

イ
ェ

ル

サ

レ

ム

の

ア

イ

ヒ

マ

ン

ー
悪
の

陳
腐
さ
に

つ

い

て

の

報
告
』

み

す
ず

書
房、

一

九
六
九
年）

（
13
）

　
霞
p

量
讐
》
瞥

魯
黛曽

竈
鳴

壽
ミ

毳

黜
義

§場

区
詳

巴
σ
図

勾
o
コ

即
閃
 

匡
匿

き
梦

冥
Φ

≦

網
o

蒔曽

→

冨

O
δ
＜
Φ

勺

δ
・゚

°・

口
竃
。。

も
O°
b。

 

O
−

謡
一゜

（
14
）
　
＝

穹
蠧
げ

諺
同

Φ

邑
戸

．．
Q∩
o

旨
Φ

ρ

器
6。

鉱
o

磊
o
（

家
o
「

巴
勺

ぼ

8
°。

o
旭

プ

娩．

ぼ

肉
恥

斡

§
恥

き

ミ
電

額

遷
駄

冒
爵
恥

ミ
§
斜

9
詳

巴
σ
賓

旨

90
ヨ
o

因

魯
PZ

Φ

≦

　

　
喫
o
村

ぎ

ω
o
げ
o
犀
 
昌

じuoo

匠

ρ

b。

OO

ρ

O°

霧゚

（
15
）
　
こ

の

点
に

お

い

て
、

ア

ー
ン

ン

ト

が

「

悪
の

凡

庸
さ

」

を

「

思

考

欠
如

（

90
β
伊q

葺
δ゚
。

誓
Φ
ω

ω）
」

と

同
一

視
し

た

こ

と

は

き
わ

め

て

示
唆

的
で

あ

　

　
る

。

＝
餌

冨
嵩
即

『

〉
「

Φ
コ
島

尉

搴
恥

卜

匙

ミ

ミ
§
猟

ミ
ト

N 

蕁
§
ミ
蕊

塾

國

襞
OC

β

訴

切

轟
O
Φ

俸
OO

旨

蟇
O
ざ

H

雪
Qo噌

戸

卜

（

16
）
　
デ

リ
ダ
と
リ

ク
ー

ル

の

証
言

論
の

対

比
に

つ

い

て

は
、

次
の

拙
論
を

参
照
さ

れ
た

い
。

杉
村
靖
彦
「

証

言
か

ら
歴

史
へ

　
　
対
話
の

臨
界
に

立
っ

　

　
て
」

（

『

人
文
知
の

新
た

な

総
合
に

向
け
て
』

二
｝

世
紀
COE

プ

ロ

グ
ラ

ム

「

グ
ロ

ー

バ

ル

化
時
代
の

多
元
的
人
文
学
の

拠
点
形
成
」

第
二

回
報
告
書

　

　
皿

（
哲
学
篇
2
）
、

二

〇
〇
四

年）
、

一

八
一

ー
二

〇
二

頁
。

ま

た
、

両

者
の

立
場
の

違
い

を

悪
の

問
い

と

の

関
連
で

浮
か

び
上

が

ら

せ

つ

つ
、

二

入

の

　

　
最
晩

年
に

お

け
る

「

赦
し
」

を

め
ぐ
る

論
争
に

つ

い

て

考
察
し

た

も
の

と

し
て
、

次
の

拙
論
が

あ
る

。

尾

器

自
貯
o

ω
二
ぴq一
ヨ

貰
斜

《

∪
信

日
9一

雲
℃

霞・

40（ユ132）
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合
戸

U
角
巳
角
ω

ほ
げ

鉾
ω

窪
叶

器

国
o

希
霞

卑

O
Φ

霞
貳
帥

y

沁
ま
僑

b
傍

ミ
こ

舞

專
豸

愚
篭
鰹

卜、
ぎ
§
諱
鴨

§
§
ド

ト

ミ
o

ミ

譜

寄
ミ
丶

ミ
ら

融

ミ”

　
　
Oo
＝
伊
σqo

ぎ
8
諺
価

鉱
o
二

巴

住
o

℃

三
一

〇
ω

oO

ぼ
PN8

 ｝

 
H
し。
一

亠
し。

 凸

（
17
）
　
こ

こ

で

念
頭
に

置
い

て

い

る

現
代
フ

ラ

ン

ス

の

哲
学
者
た

ち
の

著
作
で

、

証
言
の

問
題
が

ま
と

ま
っ

た

形
で

扱
わ

れ
て

い

る

も
の

を

列
挙
し

て

お

　
　
く。

国

目
目
帥

コ
＝
o一
鬥
ゆ

謀
コ
蝉
。゚”

臥

ミ

§
謡

§
肺

§、
勲
越
o
ミ

＆
謹・
魯
ミ

譜
軸 ．
翁
ら。

§
聴Ψ
い
四

国
餌

団

ρ

竃゚

乞
二
ぽ
o

採
H
ゆ

置
（

合
田

正
人

訳
『

存
在
の

彼
方
へ

』

　
　
講
談

社
学
術
文
庫、

一

九
九

九
年
）

、

富

き
扇
螽
90
貯

い

苫
8a
−

卜
鳴

曇
越
蕊

タ

℃

爰
貫

ζ
5
巨
計

一

磊
ω

（

陸
井
四
郎
他
訳
『

文
の

抗
争
』

法
政
大

　
　
学
出
版

局
、

一

九
八
九

年）
、

宣
oO

話
ω

∪

母
誌
匹

Pb

§
 

靆
ミ゚

さ
ミ

識

龕

ヒロ
ミ
爲

き

鼻

評
「

貫
O
巴

濠
ρ

一

疆
゜。

（
湯
浅
博
雄
他
訳
『

滞
留
』

未
來
社

、

　
　
二

〇
〇

〇
年）
、

℃
”

巳

斟
。

龠
二
き

ト
轟

ミ
駄

§
9
溝
咽 、
諒

蹄

§
鳶
  、
o

§
鳶
℃

寶
一

。゚呷
ω
 
虹

搾
卜。

OOO

（
久
米

博
訳
『

記
憶
・

歴
史
・

忘

却
（
上
X
下）
』

新
曜

　
　
社、

二

〇
〇
四、

二

〇

〇
五

年）
、

竃
言
ゴ

巴

口
Φ

霞
ざ

聖
さ

蕊

§
6
瀞

註

算
勺

母
鍔
Qo
Φ

三
ポ

b。

OO

ド

（
18
）
　
国

日
頃
Φ

じd8

＜
 

巳

畧
ρ

卜
恥

触
o

ミ
9
ミ
剛

盡

§
的

ミ
恥

職

ミ

§
蕊
帖

養

§−
ミ

§
嘶

§
蕊

塁
〈
o一
』層
℃
凶

ユ
ρ

蜜
ヨ
乱
叶

レ
リ

＄一

臼
o

薦
δ

〉

醤
ヨ
げ
 

尸

曾
ミ

　
　
昏

譜

ミ
的

ミ

ミ

ト

婁
罫
ミ
欝

卜、
轟

§
ミ
ミ
。

鴨

こ
こ
讒
黜

ミ

ミ
♪

→
o

臥
コ

ρ

しdo

蕾
賦

じUo

島
コ
αQ

餘
rD

越
ド

 

 

。゚．
（
上

村
忠

男
他
訳
『

ア

ウ
シ

ュ

ヴ
ィ

ッ

ツ

の

残

　
　
り
の

も
の

ー
ア

ル

シ

ー

ヴ
と

証
人
』

月
曜
社、

二

〇
〇
一

年
V

（
19
）
　
西
田

幾
多
郎
『

善
の

研
究
』

（

『

西
田

幾
多
郎
全

集
第
一

巻
』

岩
波

書
店

、

二

〇
〇
二

年）
。

（
20
）
　
西
田

幾
多
郎
「

場
所
」

（

『

働
く
も
の

か

ら

見
る

も
の

へ
』

）

（
『

西
田

幾
多
郎
全

集
第
三

巻
』

岩
波
書

店、

二

〇
〇
二

年）
。

（
21
）

　
こ

の

点
に

関
す
る
透
徹
し
た

考
察
と

し
て
、

上
田

閑
照
『

経
験
と

自
覚
』

（
『

上

田

閑
照

集
第
二

巻
』

岩
波
書
店、

二

〇
〇
二

年
）

を
参
照
の

こ

と
。

（
22
）
　
西
田

幾
多
郎
『

一

般
者
の

自
覚
的

体
系
』

（
『

西
田

幾
多
郎
全
集
第
四

巻
』

岩
波
書
店、

二

〇
〇
三

年）
、

三

五
一

頁
。

（
23
）
　
同
右、

三

五

七

頁
。

（
24
）

　
田
辺
元

「

西
田

先
生
の

教
を

仰
ぐ
」

（
『

田
辺
元
全

集
第
四
巻
』

筑

摩
書
房、

一

九
六

三

年）
。

（
25
）

　
西
谷

啓
治
『

宗
教
と

は

何
か
』

（
『

西
谷
啓
治
著

作
集
第
十
巻
』

創
文
社、

一

九
八

七

年
）

。

（
26
）
　
西
谷

啓
治
「

私
の

哲
学
的
発
足
点
」

、

前
出、

一

八

九
頁。

（
27
）
　
西
田

幾
多
郎
「

無
の

自
覚
的
限
定
」

（
『

西
田
幾

多
郎
全

集
第
五

巻
』

岩

波
書
店、

二

〇
〇
二

年
）

、

一

三

二

頁
。

こ

の

点
に

注

目
し

て

西
田

と

ハ

イ

　
　
デ
ガ
ー
を
突
き

合
わ
せ

て

考
察
し
た
も
の

と

し

て、

大

橋
良
介
「

西
田
と

ハ

イ
デ
ッ

ガ

ー
」

（

『

西
田
哲

学
の

世
界
　
あ

る

い

は

哲
学
の

転
回
』

筑

摩
書

　
　
房、

一

九
九
五

年）

が

非
常
に

参
考
に

な
る

。
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