
〈
研

究

論

文

２

〉

生

物

学

と

宗

教

的

世

界

観

―
―
西
田
幾
多
郎
と
Ｊ
・
Ｓ
・
ホ
ー
ル
デ
ー
ン
と
の
「
収
斂
」
を
め
ぐ
っ
て
―
―

一
　
問
題
の
所
在
―
西
田
と
ホ
ー
ル
デ
ー
ン

と
の
関
係
を
ど
う
捉
え
る
の
か

西

田
哲
学
研
究

が
活
況

を
呈
す
る
近
年

の
状
況

に
あ
っ
て

、
と
り
わ
け
筆

者
の
目

を
惹

く
の
が
、
西

田
に
お
け
る
「
生
命
」

概
念
を
切
り
口
と
し
た
ア

プ
ロ
ー
チ

に
よ
る
研

究
の
動
向
で

あ
る
。
こ
う
し

た
生
命
概
念
へ
の
着
目
に

は
、
科
学

技
術
の
発
展
に
伴
う
生
命
を
め
ぐ

る
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
状
況
や
、

新
し

い
生
命
科

学
の
興
隆
と
い
っ
た
外
的
な
事
柄

も
幾
分
か
は
影
響
し
て
い

よ
う
。
し

か
し
な
が
ら
、
外
的
事
情
は
差
し
当
た
っ
て

は
措
く
と
し
て
も
、

生
命

を
め
ぐ

る
思

索
が
西

田
に
と
っ
て
最

も
重
要

な
哲
学
的
課
題
の
一
つ
で

あ
っ
た
こ
と

は
疑

い
な
い
。

そ

の
際
注
目
す

べ
き

な
の
は
、
西

田
の
生
命
論

に
お
い
て

、
英
国
の
生
理

学

者

に
し
て

特
異

な

全
体

論
的

生

命
哲

学

の
提

唱

者
、

ホ
ー

ル

デ
ー

ン

佐
々
木
　
慎
　
吾

｢
Ｊ
ｏ
ｈ
ｎ
　
Ｓ
ｃ
ｏ
ｔ
ｔ
　
H
A
L
D
A
N
E
,
 
一
八
六
〇
～
一
九
三
六
）
の
名
が
頻
繁
に
引
き

合

い

に

出

さ

れ

て

い
る

こ
と

で

あ

る
。

西

田

は

ホ
ー

ル

デ

ー

ン

の
著

書

『
生

物
学

の

哲

学

的

基

礎

』

か
ら

し

ば

し

ば

引

用

し

つ

つ

、

独

自

の

生

命
論

を

展

開
し

て

い
る

。

主

体

と

環

境

と

の
相

互

形

成

と

い
う

問

題

や

、

歴

史
的

世

界

に

も

適

用

さ

れ

る

「
種

」

の

概

念

は
、

ホ
ー

ル
デ

ー

ン
か

ら

の

重

大
な

影

響

の
下

に

形

成

さ

れ

た
と

考

え

ね

ば

な
ら

な

い
。

と

こ

ろ

で

、

き

わ

め
て

興

味

深

い

こ

と

に

は

、

そ

の

ホ
ー

ル

デ

ー

ン
自

身

が

、

経

験

的

な

生

理

学

の
研

究

を

超

え

て

全

体

論

的

・
有

機

体

論
的

な

生

命

哲

学

を

唱

え

、

つ

い

に

は

か

か

る

哲

学

に

基

づ

く

独

自

の

宗

教

的
世

界

観

を

提

示

す

る

に

至

っ
た

人
物

な

の

で

あ
る
。

ホ
ー
ル
デ
ー

ン
の
宗
教
的
世
界
観

は
、
上
記

『
生
物
学
の
哲
学
的
基
礎
』

の
ほ
か
、
西

田
が
言
及
し
て

い
な
い
『
一
生
物
学
者
の
哲
学
』

な
る
著
作
に

も
示

さ
れ
て

い
る
。
彼
の
宗

教
的
世
界
観
に
は
、
無
論
キ
リ
ス
ト
教
を
背
景
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と
す
る
こ
と

に
よ
る
違
い
こ
そ
あ
れ
、
西
田

の
そ
れ
と
相
通
じ

る
部
分
が
少

な
く
な

い
。
場
合

に
よ

っ
て

は
き

わ
め
て
類
似
の
見
解
を
表
明
し
て

い
る
箇

所
す
ら
散
見
さ
れ
る
の
だ
。

し

か
し
こ
こ
で
注
意
し
な
く
て

は
な
ら

ぬ
の
は
、
西
田
が

ホ
ー
ル
デ
ー
ン

に
着
目
す

る
の
は
あ
く
ま
で
有
機
体

と
環
境
と
の
整
合
的
・
能
動
的
維
持
活

動
の
全
体
と

い
う
、
独
自

の
全
体
論

的
「
生
命
」
概
念
の
導
出

に
関

し
て
で

あ

っ
て
、

ホ
ー
ル
デ

ー
ン
の
宗
教

的
世
界
観

に
は
全
く
触
れ
て

い
な
い
と

い

う
事
実
だ
。
筆
者

は
、
こ

の
こ
と

の
背
景

に
は
、
西
田
が

ホ
ー
ル
デ
ー
ン
の

著
作

の
全
体
を
読
ま
な

い
ま
ま
一
部
分

の
み

を
援
用
し
た
の

だ
と

い
う
事
情

が
あ

る
と
推
測
し
て

い
る
。
す
な

わ
ち
、
西
田

は
ホ
ー
ル
デ

ー
ン
が
自
分
同

様

に
宗
教
的
な
る
も
の

に
関
心
を
抱
き
、
自
然
科
学
の
上
に
宗
教
的
世
界
観

を
確

立
し
よ
う
と
し
た
人
物
で
あ

る
こ
と
を
知
ら
な

か
っ
た
可
能
性
が
高

い
。

西
田

の
よ
う

に
宗
教
的
な
る
も
の
へ

の
強

い
志
向
を
有
す
る
哲
学
者
が
、

ホ

ー
ル
デ
ー
ン
の
生
命
論

に
の
み
言
及
し
て
、
そ
の
宗
教
的
議
論

に
つ

い
て

は

読

ん
で

お
き

な
が
ら
素
通
り
す

る
と
い
う

の
は
、

い
か
に
も
不
自
然

だ
か
ら

で

あ
る
。

言
う
ま
で
も

な
く
ホ
ー
ル
デ
ー
ン
が
西
田

の
哲
学
的
な
仕

事
に
通

暁

し
て

い
た
と
い
う
可
能
性

は
皆

無
で
あ

る
か
ら
、
宗
教
を

め
ぐ

る
思
索

に

関

し
て

は
、
両
者

の
間
に
影

響
関

係
を
想
定
す

る
こ
と

は
で
き

な
い
。

に
も
拘
わ
ら
ず
、

結
果
と

し
て
両

者
の
宗
教
的
な

る
も
の

を
め
ぐ

る
思

索

に
類
似
性
を
見
い
だ
し

う
る
と
い
う
事
実

に
こ
そ
着
目
す
べ
き
で

は
な
い
か
。

西

田
が
そ
の
生
命
哲

学
を
彫
琢
す

る
に
あ
た
っ
て

ホ
ー
ル
デ
ー
ン
か
ら
強

い

イ

ン
ス
ピ
レ
ー

シ
ョ
ン
を
受
け

た
の
は
、

そ
こ

に
み
ず

か
ら

の
哲
学

と
呼

応

し
う
る
何
か
を
感
得
し
た
か
ら
に
違
い
あ
る
ま
い
（
1
8
:
5
5
4
）
。
無
論
、
彼

ら
二
人

は
文
化

的
・
宗

教
的
な
背
景
が
異
な
る
ば
か
り
で

な
く
、
一
方

は
内

的

な
宗
教
経
験

を
徹
底

し
た
哲
学
的
思
索
に
よ

っ
て

論
理
化
し
よ
う
と
し
た

哲
学
者
、
他
方

は
一
貫

し
て

実
験
と

フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
と

を
実
践
し

た
実

証
主
義

的
科
学
者
で

あ
っ
た
。
だ
と
す
れ
ば
彼
ら
は
、
全
く
異

な
っ
た
地
点

か
ら
出
発
し
。
異

な
っ
た
経
路
を
た
ど
り
つ
つ
、
類
似
の
宗
教

的
世
界
観
へ

と
い
わ
ぱ
「
収
斂
」
し

た
こ
と
に
な

る
。
以
下

、
本
稿
で

は
ホ
ー
ル
デ
ー
ン

が
、
経

験
科
学

と
し
て

の
生
物
学
と
宗
教
的
世
界
観
と
の
間

を
い
か
に
し
て

架
橋
し

た
の

か
、
そ
し
て

そ
れ
が
西
田
の
世
界
観
と

い
か
な
る
点
で
相
触
れ

る
も
の
で
あ

る
の
か
を
明
ら

か
に
し
た

い
。

二
　

西

田

哲

学

と

生

命

論

の

現

在

こ

こ

で

、

西

田

と

ホ

ー

ル

デ

ー

ン
と

の

関

連

に

つ

い
て

扱

っ

た
先

行

研

究

に

つ

い
て

簡

単

に
紹

介
し

て

お

く
。

筆

者

の

知

る
限

り

、
も

と

も

と

西

田

哲

学

に

お
け

る

ホ

ー

ル

デ

ー

ン

か
ら

の

影

響

を

論

じ

た
研

究

は

そ

れ

ほ
ど

多

く

は
な

い

の
だ

が

、

そ

れ

ら

の

中

に

は
全

体

論

的

生

命

観

に

関
し

て

述

べ

た
り

今

日

の
自

己

組

織

化

や

シ
ス

テ

ム
の
理

論

と

い

っ
た

生

命
研

究

の
諸

潮

流
と

の
関

連

を
論

じ

た
り

し

た

も

の

は
あ

っ
て

も

、

ホ
ー

ル

デ

ー

ン

の
宗

教

的
世

界

観

に

つ

い
て

触
れ

た

も

の

は

皆
無

で

あ

る
。

野

家

啓

一

は
現

代

の

生
命

科

学

に
広

く

目

配

り

し

つ

つ
西

田

の

「
形

」

の

哲
学

に

つ

い
て

論
じ

、
「
形

の

自

己

限

定

」

の

論

理

こ

そ

が

歴

史

的

生

命

の

論

理

だ

と

す

る

（
野
家
１
９
９
６
　：
　
３
５
-６
）
　°

野

家

に

は

ま

た
、

同

時

代

の

生

命



を
め
ぐ
る
諸
潮
流
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
の
研
究
も
あ
る
（
野
家
2
0
0
2
）
。

森

本
聡
は
西

田
の
生
命
論
に
対
す

る
ホ
ー
ル
デ
ー
ン
か
ら
の
影
響

を
詳
し
く

論
じ
て
お
り
（
森
本
１
９
９
８
）
、
ま
た
別
の
論
文
で
は
野
家
の
議
論
が
現
代
の

諸

科
学
と
西

田
哲
学
と
の
表
面
的
な
類
似
性

を
指
摘

し
て

い
る
に
過
ぎ
な

い

と
批
判
す
る
（
森
本
1
9
9
9
）
。
浅
見
洋
は
、
森
本
の
批
判
に
同
意
し
つ
つ
、

西
田

の
生
命

論
の
根
底
に
あ
る
「
宗
教
的
覚
悟

に
お
い
て
自

得
さ
れ

た
宗
教

的
生
命
観
（
浅
見
：
9
0
）
」
に
着
目
し
、
い
た
ず
ら
に
現
代
科
学
と
の
共
通

点
を
云

々
す

る
よ

り
も
、
宗
教
的
生
命
観
を
掘
り
下

げ
て
行

く
こ
と
こ
そ
が
、

現
代

に
お
け

る
西
田
哲
学

の
ア
ク
チ

ュ
ア
リ
テ

ィ
を
産
み
出
す
の
だ
と
主
張

す
る
。

い
ず
れ

の
論
者
も
、
そ
れ
ぞ
れ
違

っ
た
角
度

か
ら
西
田
の
生
命
論
と

ホ
ー
ル
デ

ー
ン
と
の
関
係

に
つ
い
て
興
味
深
い
議
論
を
行

っ
て
い
る
が
、
ホ

ー
ル
デ
ー

ン
の
宗
教
的
側
面
が
全
く
考
慮
さ
れ
て

い
な

い
憾
み
が
あ
る
。

例
え
ば
浅
見

は
、
西
田
の
哲
学
的
生
命
論

は
「
宗
教
経
験

に
よ

っ
て
自
得

さ
れ
た
宗
教
的
生
命
観
を

起
点
と
し
」

つ
つ
、
「
西

洋

哲
学
の
諸
思

想
や
現

代
生
物
学
の
成
果
と
対
話
さ
せ
な
が
ら
、
対
話
の
対
象
を
も
包
む
よ
う
な
」

性
格
を
持
っ
て
い
る
と
述
べ
る
（
浅
見
：
9
7
）
。
西
田
の
生
命
論
の
根
底
に

あ
る
宗
教
的
生
命
観
を
重
視
す
べ
き
だ
と
の
指
摘
は
的
確
だ
。
し

か
し
、
あ

た
か
も
西

田
が
、
宗
教
的
な
要
素
を
持
た
ぬ
よ
う
な
厳
密
な
科
学
理
論
と
し

て
の
生
物
学
の
諸
成
果
を
「
宗
教
経
験
に
よ

っ
て
自
得
さ
れ
た
宗
教
的
生
命

観
」

に
よ
っ
て
包
摂
・
消
化
し
つ
つ
、
自
己
の
体
系
を
構
築
し
た
か
の
よ
う

に
考
え

る
な
ら
ば
、
全
く
の
誤
り

と
は
言
わ
な
い
が
、
い
さ
さ
か
正

確
さ
を

欠
く
と
言

わ
ざ
る
を
え
な
い
。
な
ぜ
な
ら
ば

野
家
が
指
摘
す
る
よ
う

に
（
野

家
：
２
２
）
、
西
田
が
受
容
し
た
の
は
、
呼
吸
生
理
学
者
と
し
て
の
ホ
ー
ル
デ

ー
ン
の
具
体
的
・
実
証
的
な
研
究
成
果
と
い
う
よ
り
は
む
し
ろ
、
い
わ
ば
科

学
者

と
し
て

の
経
験
を
通
じ
自
得
さ
れ
た
哲
学
的
な
生
命
観
だ

か
ら
で

あ
る
。

西
田

と
ホ
ー
ル
デ
ー
ン
と
の
「
対
話
」
と
は
、
決
し
て

こ
れ
ま
で
考
え

ら
れ

て
き

た
よ
う
な
、
宗

教
的
・
哲
学
的
世
界
観
と
自
然
科
学
と
の
対
話
で

は
な

く
、
む

し
ろ

各
々
異

な
っ
た
相
に
お
い
て
経
験
さ
れ
自
得
さ
れ
た
二
つ
の
宗

教
的

・
哲
学
的
世
界
観
の
間
で

、
そ
う
と
は
気
づ
か
れ

る
こ
と
な
く
交
わ
さ

れ

た
（
交
わ
さ
れ
か
け
た
）
対

話
だ
っ
た
の
で

あ
る
。

そ
れ
で

は
節

を
改

め
て
、
ホ
ー
ル
デ
ー
ン
の
宗
教
的
世
界
観
に
つ
い
て
検

討
す

る
こ
と

に
し
よ
う
。

三
　

ホ
ー

ル

デ

ー

ン

の
宗

教

的
世

界

観

①
「
生
命
」
の
具
体
的
把
握

ま
ず
指
摘
し

な
く
て
は
な
ら

ぬ
の
は
、
ホ
ー
ル
デ
ー
ン
の
宗
教
的
世
界
観

が
科
学
者
と
し
て
の
彼
の
実

践
と
密
接

に
関

わ
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
こ

と
だ
。
科
学
研
究
を
生
業
と
し
て

い
た
者
が
一
方

に
お
い
て
た
ま
た
ま
信
心

深
い
人
物
で
あ

っ
た
と
い
う
類

の
も

の
で

は
決
し
て
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

彼
は
呼
吸
生
理
の
研
究
を
専
門
と
し
て

い
た
が
、
積
極
的
に
フ
ィ
ー
ル
ド

へ
出
る
実
証
的
科
学
者
で
あ

っ
た
。

ホ
ー
ル
デ

ー
ン
は
鉱
山
に
お
け
る
労
働

条
件
の
調
査
や
海
軍
の
潜
水
実
験
に
し
ば
し
ば
赴
い
て
い
る
。

ホ
ー
ル
デ
ー

ン
が
相
手
に
し
て
い
た
の
は
常

に
こ
う
し
た
具
体
的
な
自
然
で
あ
り
、
ま
た

具
体
的
な
生
命
だ

っ
た
の
だ
。
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ホ

ー

ル

デ

ー

ン

は
、

有

機

体

が

血

中

の

酸

素

濃

度

と

い

っ

た

「

内

的

環

境

」

を

制

御

し

う

る

よ

う

な

メ
カ

ニ
ズ

ム
に
関

心

を

抱

い

て

い

た

。

こ

う

し

た

探

究

に

お

い
て

彼

が

見

い

だ

し

た

の

は
、

各

々

の

有

機

体

と

そ

の

環

境

と

の

間

に
能

動

的

に

維

持

さ

れ

て

い

る

特
殊

な

整

合

的

構

造

で

あ

り

、

そ

れ

が

単

純

な
作

用

・
反

作
用

の

法

則

で

は

決
し

て

律
し

え

な

い

よ

う

な

特

性

を

持

つ

と

い

う

事

実

で

あ

る

。

西

田

に

影

響

を

与

え

た

生

物

学

の

「
公

理
」
、

す

な

わ

ち

「

こ

の

能
動

的

維

持

と

は

我

々

が

生

命

と
呼

ぶ

も

の

で

あ

り

、

そ

れ

を

知

覚

す

る

こ

と

が

生

命

を

知

覚

す

る

こ

と

で

あ

る

。

そ

れ

ゆ

え

、

生

命

そ

の

も

の

の

存

在

が

、

科

学

的

生

物

学

の

依

拠

す

る

公

理

な

の

で

あ

る

（
Ｂ
ａ
-

ｓ
ｉｓ
：
　
１
８
）
」

と

は

、

生

理

学

者

ホ

ー

ル

デ

ー

ン
が

常

に

そ

こ

か

ら

出

発

し

、

そ

こ

に

立

ち

返

る

べ

き

、

最

も

基

礎

的

な

生
命

の

事

実

な

の

で

あ

る

。

②

重

層

的

世

界

像

と

人

格

的

世

界

こ

の

よ

う

に

、

生

理

学

者

ホ
ー

ル
デ

ー

ン
に

と

っ
て

の

疑

い
え

な

い
出

発

点

と

は

、
「
生

命

」

の
存

在

で

あ

り
、

ま

た

そ

れ

を

わ

れ

わ

れ

が

知

覚

し

う

る

と

い

う

経

験

の

事

実

だ
。

わ

れ

わ

れ

は
、

各

々

の

有

機

体

を

、

そ

こ

に

「
生

命

」

が

具

体

的

に
顕

現

（
ｍ
ａ
ｎ
ｉ
ｆｅ
ｓ
ｔａ
ｔ
ｉｏ
ｎ
）

し

て

い

る

も

の
と

し

て

知

覚

す

る
。

そ

の
場

合

す

で

に

「
経

験

そ

れ

自

体

を

非

物

理

学

的

に
解

釈

し

て

い
る

の
で

あ

り

、

こ

の
経

験

を

覆

っ
て

い

る
固

有

の

統

一
性

と

し

て

の
生

命

の

概

念

の
下

に
、

経

験
を

生

物

学

的

に
解

釈

し

て

い

る

（
Ｂ
ａ
ｓ
ｉｓ
：
　
４
２
）
」

こ

と

に

な

る
。

わ
れ

わ

れ

は
有

機

体

に

お

い
て

、

部

分

と

部

分

、

部

分

と

全

体

と

の
関

係

を

見

い

だ
し

、

ま

た
そ

れ

ら

の
能

動

的

維

持

を

見

い
だ

す

が

、

そ

れ
ら

は
必
ず

全
体
的
生
命
の
一
表
現
と
し
て
知
覚
さ
れ
る
。
と
は
言
え
こ
の

よ
う
な

「
知
覚
」
の
経

験
が
、
わ
れ
わ
れ

か
ら
孤

立
し
て

存
在

す
る
「
対

象
」

の
単
な
る
像
を
受
け
取

る
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
の
で

は
決
し
て
な

い
。

生
命
が
、
単
な
る
物
理
的
実
体
と
し
て
の
有
機
体
と
し
て
で

は
な
く
、

そ
の
内

的
・
外
的
な
環
境
と
の
間
に
お
け
る
能
動
的
な
整
合
性
維
持
機
能
の

全
体
を
通
じ
て
表
現
さ
れ
る
よ
う
に
、

わ
れ
わ
れ
の
知
覚
と
い
う
経
験
も
ま

た
、
知
覚
す
る
わ
れ
わ
れ
の
関
心
が
対
象
と
の
間
に
取
り
結
ん
で
い
る
さ
ま

ざ
ま

な
時
間
的
・
空
間
的
関
係
を
整
合
的

に
維
持
す
る
過
程
の
全
体
を
通
じ

て
表

現

さ

れ

る

も

の

な

の

で

あ

る
。

知

覚

さ

れ

る

世

界

と

は
、
「
過

去

と

未

来
が

現

在

に

お

い
て

現

前

し

う

る

た

め

に
、

過

去

に
遡

り

ま

た

未

来

へ

と

わ

た
っ
て
届
い
て
い
る
よ
う
な
、
わ
れ
わ
れ
の
人
格
的
関
心
の
具
現
化
（
e
m
ー

ｂ
ｏ
ｄ
ｉｍ
ｅ
ｎ
ｔ
）
（
Ｂ
ａ
ｓ
ｉｓ
：
　
１
０
０
）
」

で
あ

る
。

物

理

的

世

界

、

生

物

学

的

世
界

を

包

含

す

る
よ

う

な

、

こ

う

し

た

関

心

の

世

界

は

意

識

的

な

経

験

の

世

界

で

あ

り

、
「
わ

れ

わ

れ

の

経

験

の

全

体

を

覆

っ
て

い

る

（
Ｂ
ｉｏ
ｌｏ
ｇ
ｉｓ
ｔ
：
　
７
９
）
」

と

ホ

ー

ル

デ

ー

ン

は

主

張

す

る
。

過

去

と

未

来

は

「
今

こ

こ

（
ｈ
ｅ
ｒ
ｅ
　ａ
ｎ
ｄ
　ｎ
ｏ
w
）
」

と

い

う

表

現

点

に

お

い
て

具

現

化

す

る
。

そ

し
て

そ

れ

は

。
「
『
心

』

と

呼
ば

れ

る
抽

象

的

で

架

空

の

統

一

体

で

は

な

く

、

具

体

的

な

人

格

（
Ｂ
ｉｏ
ｌｏ
ｇ
ｉｓ
ｔ
：
　
８
１
）
」

に

お

い

て

な

の

だ

。

ホ
ー

ル
デ

ー

ン

の

言

う

「
人

格

」

と

は

、

心

理

学

に

お

い

て
対

象

化

さ

れ

る

よ

う

な

抽

象

的

な
も

の

で

は
な

く

、

む

し

ろ

そ

こ

に

お

い

て
諸

関

心

の

整

合

的

維

持

作

用

の

全
体

が

表

現

さ
れ

、

ま

た

「
そ

の

具

体

的

な
環

境

の
全

て

を

含

ん

で

い

る

（
Ｂ
ｉｏ
ｌｏ
ｇ
ｉｓ
ｔ
:　
１
１
３
）
　」

よ

う

な

、

言

わ

ば

具

体

的

な

場

な

の

で



あ

る

。

③

知

覚

と

行

為

と

の

相

即

そ

こ

で

、

知

覚

は

わ

れ

わ

れ

の

関

心

、

意

志

と

切

り

離

し

て

考

え

る

こ

と

が

で

き

な

い

（
ｃ
ｆ

．
　
Ｂ
ａ
ｓ
ｉｓ
：
　
１
０
１

，　
Ｂ
ｉｏ
ｌｏ
ｇ
ｉｓ
ｔ
：
　
１
２
２
）
。

わ

れ

わ

れ

の

人

格

的

関

心

が

表

現

さ

れ

る

の

は

意

志

的

な

行

為

（
ｖ
ｏ
ｌｕ
ｎ
ｔａ
ｒ
ｙ
　
ａ
ｃ
ｔ
ｉｏ
ｎ

）

に

お

い

て

で

あ

る

か

ら

だ

。
「
知

覚

さ

れ

た

も

の

は

、

動

機

的

ま

た

は

動

機

づ

け

ら

れ

た

性

格

を

有

し

て

お

り

、

知

覚

か

ら

切

り

離

さ

れ

た

意

志

的

行

為

は

意

味

を

欠

い

て

い

る

。

人

格

は

、

意

志

と

知

覚

の

双

方

を

覆

っ

て

広

が

っ

て

お

り

、

意

志

に

お

け

る

正

し

さ

ま

た

は

善

さ

（
ｒ
ｉｇ
ｈ
ｔ
　ｏ
ｒ
　ｇ
ｏ
ｏ
ｄ
）

の

概

念

は

、

知

覚

に

お

け

る

真

の

概

念

に

相

即

し

て

い

る

（
Ｂ
ｉｏ
ｌｏ
ｇ
ｉｓ
ｔ
:　
１
２
２
）

」
。

人

格

的

世

界

が

意

志

的

行

為

の

世

界

で

あ

る

な

ら

ば

、

諸

々

の

行

為

が

そ

の

環

境

と

の

間

に

取

り

結

ん

で

い

る

全

体

的

関

心

の

整

合

的

な

維

持

と

い

う

も

の

が

考

え

ら

れ

、

そ

の

統

一
性

の

顕

現

が

、

単

な

る

個

人

的

関

心

を

超

え

て

い

る

よ

う

な

、

共

同

生

活

に

お

け

る

真

・

善

・

美

の

認

識

で

あ

る

（
Ｂ
ａ
ｓ
ｉｓ
：

１
１
５
-
６
）
°

絵

画

の

よ

う

な

芸

術

作

品

や

、

花

の

よ

う

な

有

機

体

の

「
美

」

を

わ

れ

わ

れ

が

知

覚

す

る

の

は

、

そ

れ

を

物

理

的

対

象

と

し

て

把

握

し

、

色

を

分

解

し

た

り

、

形

態

を

数

学

的

に

分

析

し

た

り

す

る

こ

と

を

通

じ

て

で

は

あ

る

ま

い

。

む

し

ろ

美

と

は

対

象

に

本

来

備

わ

っ

て

い

る

「
整

合

的

な

全

体

（
w

ｈ
ｏ
ｌｅ
-

ｎ
ｅ
ｓ
ｓ
）
」

を

把

握

す

る

こ

と

で

知

覚

さ

れ

る

の

で

あ

り

、

美

に

関

わ

る

具

体

的

行

為

、

そ

し

て

そ

こ

で

具

現

化

し

て

い

る

人

格

的

関

心

が

、
「

美

」

と

い

う
全
体

の
も
と

に
整
合
的
・
継
続
的
に
維
持
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
で

あ
る
。

そ
し
て
そ
れ

は
真
、
善
の
場

合
に
も
同

様
だ
と

ホ
ー
ル
デ
ー
ン
は
考

え
て

い
る
。

ホ
ー
ル
デ
ー
ン
に
と

っ
て

具
体
的
な
経
験
の
世
界
と
は
、
知
覚
と
行
為

と

が
相
即
す
る
よ
う
な
歴
史
的
な
（
＝
現
在
に
お
い
て
過
去
・
未
来
を
伴
う
）

行
為
の
世
界
で
あ
り
、
そ
の
整
合
的
な
統
一

は
、
行
為
を
規
定
し
、
導

い
て

い
る
共
同
的
な
真
・
善
・
美

に
よ
っ
て

継
続
的

に
維
持
さ
れ
て

い
る
の
で

あ

る
。④

全

て

を

包

括
す

る
人

格

性

と

し

て

の

「
神

」

ホ
ー

ル

デ

ー

ン

は

「
宗

教

」

を

、

経

験

に

基

づ

か

な

い

単
な

る
神

学

的

教

条

の

寄

せ
集

め
で

は

な
く

、

現

実

に

お
け

る
人

間

の

経
験

の
総

体

に
浸

透

し

、

そ

れ

を

満

た

し

て

い

る

よ
う

な

普

遍

的

か

つ
包

括

的

な

相

だ
と

考

え

て

い

る
。

そ

し

て

こ

う

し

た

経

験

の

場

で

あ

る

人

格

の

全

て

を

包

含

す

る

よ

う

な

〈
ａ
ｌ
ｌ
　ｅ
ｍ

ｂ
ｒ
ａ
ｃ
ｉｎ
ｇ
）

人

格

性

こ

そ

が

、

ホ
ー

ル

デ

ー

ン
の

言

う

「
神
」

に

ほ

か

な

ら

な

い

（
Ｂ
ａ
ｓ
ｉｓ
:　
１
１
６
）
°

人

格

的

関

心

の
世

界

の

統

一
を

維

持

し

て

い

る

真

・
善

・
美

の

理

念

は

、

「

明

白

な

宗
教

的

信

念

の

形

式

が

無

い

場

合

に

も

保
持

さ
れ

る

（
Ｂ
ｉｏ
ｌｏ
ｇ
ｉｓ
ｔ：

1
1
1
）
」
。
つ
ま
り
、
宗
教
は
そ
れ
が
顕
在
的
に
宗
教
で
あ
る
と
認
識
さ
れ
て

い

る

か

否

か

に
拘

わ

ら

ず

、

あ

ら

ゆ

る

経

験

に

お

い
て

「
わ

れ

わ

れ
が

知

覚

と

行

為

に

お

い

て

こ

れ

ら

の

経

験

の

客

観

的

側

面

を

感

得

す

る

限

り

で

（
Ｂ
ａ
ｓ
ｉｓ
:　
１
１
５
）
　」

わ

れ
わ

れ

自

身

の

中

に

浸

透

し

て

く

る
。

真

・

善

・

美

の
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具

体

的

経

験

を

欠

い

た

教

条

の

寄

せ

集

め

は

、

歴

史

的

・

人

類

学

的

意

義

を

持

ち

う

る

に

せ

よ

、

宗

教

そ

の

も

の

と

は

言

え

ず

、

逆

に

誰

か

が

そ

の

よ

う

な

形

式

を

無

視

・

拒

絶

す

る

場

合

で

も

、

そ

の

経

験

の

総

体

は

（
宗

教

に

よ

っ

て

満

た

さ

れ

う

る

〈
同

）
」

の

で

あ

る

。

ホ

ー

ル

デ

ー

ン

に

と

っ
て

人

格

と

は

、

そ

こ

に

お

い

て

諸

関

心

の

整

合

的

維

持

作

用

の

全

体

が

表

現

さ

れ

る

よ

う

な

場

で

あ

っ

た

。

全

て

を

包

含

す

る

統

一

性

と

し

て

の

神

は

、

し

た

が

っ

て

諸

人

格

性

の

人

格

性

（
ｔ
ｈ
ｅ
　
Ｐ
ｅ
ｒ
-

ｓ
ｏ
ｎ
ａ
ｌ
ｉｔｙ

　ｏ
ｆ
　ｐ
ｅ
ｒ
ｓ
ｏ
ｎ
ａ
ｌ
ｉｔ
ｉｅ
ｓ
）

で

あ

り

、

あ

ら

ゆ

る

人

格

的

関

心

が

そ

こ

に

お

い

て

み

ず

か

ら

の

統

一

を

見

い

だ

す

よ

う

な

具

体

的

環

境

の

全

て

を

抱

懐

し

た

「

自

己

一

貫

的

（
ｓ
ｅ
ｌ
ｆ
-ｃ
ｏ
ｎ
ｓ
ｉｓ
ｔｅ
ｎ
ｔ
）

な

リ

ア

リ

テ

ィ

（
Ｂ
ｉｏ
ｌｏ
-

ｇ
ｉｓ
ｔ
：
　
１
１
９
）
　」

で

あ

る

。

だ

か

ら

、

ホ

ー

ル

デ

ー

ン

の

「
神

と

は

人

格

性

で

あ

る

」

と

の

言

明

は

、

い

わ

ゆ

る

人

格

神

論

を

唱

え

て

い

る

と

い

う

わ

け

で

は

な

い

。

ホ

ー

ル

デ

ー

ン

の

神

は

ま

た

、

現

実

の

世

界

の

道

徳

的

完

全

さ

を

要

請

す

る

の

で

も

な

い

。

神

は

経

験

の

世

界

に

お

け

る

あ

ら

ゆ

る

無

知

、

罪

業

、

苦

難

か

ら

切

り

離

さ

れ

て

い

る

と

い

う

意

味

で

の

「
完

全

な

存

在

」

で

は

な

い

。

そ

の

よ

う

な

考

え

は

皮

相

・

不

完

全

な

神

学

で

あ

り

、
「

こ

の

よ

う

な

宗

教

形

式

を

科

学

者

は

か

え

っ

て

受

け

入

れ

な

い

（
Ｂ
ａ
ｓ
ｉｓ
:
　
１
４
２
）
」
。

む

し

ろ

こ

の

宇

宙

は

、

神

の

段

階

的

な

顕

現

な

の

で

あ

り

、

そ

れ

を

自

覚

す

る
こ
と
こ
そ
が
「
宗
教
」
と
呼
ば
れ
る
も
の
な
の
だ
。

四
　
比
較
と
展
望
―
結
び
に
か
え
て

こ
れ
ま
で
の
論
述
で
明
ら
か
な
よ
う
に
、

ホ
ー
ル
デ
ー

ン
は
生
理
学
の
実

践
を
つ
う
じ
て
み
ず
か
ら
が
感
得
し

た
「
生
命

の
公
理
」
と
い
う
地
盤

か
ら

一
歩
も
離
れ
る
こ
と
な
く
、
独
自
の
宗

教
的
世
界

観
に
至

っ
て
い
る
。
そ
し

て
、

に
も
拘
ら
ず
、
思
弁
的
哲
学
者
た
る
西

田
の
宗
教
的
世
界
観
と
結
果

的

に
相
触
れ
る
地
点
へ
と
「
収
斂
」
し
た
と
い
う
こ
と
が
、
非
常
に
興
味
深

い

と
こ
ろ

な
の
で
あ
る
。
経
験
の
場
で

あ
る
人
格
の
全
て
を
包
含
す
る
よ

う
な

人
格
性
と

い
う
神
の
概
念
は
、
ま
さ
に
「
場
所
的
」
と
呼
ぶ

に
相
応
し
い
内

実
を
持

っ
て

い
る
し
、
知
覚
と
行
為
と
が
相
即
す
る
よ

う
な
ホ
ー
ル
デ
ー
ン

の
人
格

的
世
界

は
「
行
為
的
直
観
」
の
世
界
と
言
い
換
え

る
こ
と
も
で
き

る

だ
ろ

う
。
無
論
、
概
念
や
論
述
の
表
面

的
類
似
だ
け
で

は
な
い
。
筆
者
の
見

る
と

こ
ろ
、
強

く
注
目
す
べ
き

な
の

は
、
両

者
の
哲
学

が
共

に
、

具
体

的

「
生
命
」
の
経
験

に
お
い
て
自
得

さ
れ
た
「
具
体

性
の
哲
学
」
で
あ
る
こ

と

だ

。
「
宗

教

は

心
霊

上

の

事

実

で

あ

る

。

哲

学

者

が

自

己

の

体
系

の

上

か

ら

宗

教

を
捏

造

す

べ
き

で

な

い

く
１
１
　：
　３
７
１
）
」

と

の

言

葉

に

表

れ

て

い

る
ご

と

く

、

西

田

は

あ

く

ま

で
自

己

の
内

面

の

宗

教

的

経

験

と

い

う

事

実

に
拠

っ
て

、

そ

こ

か

ら

離

れ

る

こ

と

な

く
、

宗

教

的

な

る
も

の

の

深

い

根

底

を

探
り

当

て

よ

う

と

し

た

。

そ

し
て

そ

の
際

、

ホ

ー

ル

デ

ー

ン
の

生

命

論

を

、

創
造

的

世

界

の

自

己

維

持

的

・

自

己

産
出

的
構

造

に
援

用

し

う

る
も

の

と

し

て
摂

取

し

た

の

で

あ

る

。
西

田

に

と

っ
て

「
生

命

」

と

は
、

経

験

の

基

底

に

あ

っ
て

、

そ

こ

に

お

い

て

言

わ

ば

具

体
性

の

論
理

が

作

動

す

る
よ

う

な

場

所

で

あ

っ

た
。

「
具

体

的

真

理

は

具

体

的

生

命

の

立

場

か
ら

考

え

ら

れ

る

も

の

で

な

け

れ

ば

な
ら
な
い
（
8
:
2
6
9
）
」
の
で
あ
る
。



他
方

ホ
ー
ル
デ
ー
ン
の
出
発

点
は
、
わ
れ
わ
れ
が
経
験

に
お
い
て
具

体
的

な
「
生
命
」

の
全
体
性
を
、
分
析

的
思

惟
に
よ

っ
て
で

は
な
し

に
感
得
で
き

る
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
彼
を
宗

教
的
世
界
観

の
高
み

に
ま
で
導

い
た
動

機

の
一
つ

は
、
お
そ
ら
く
全
体
性
を
自
己
維
持
す

る
生
命
体
の

メ
カ
ニ
ズ
ム
の

複
雑
精
緻
さ
へ
の
驚
嘆
の
念
で
あ

っ
た
ろ

う
。
仮

に
こ
う
し
た
「
生
命
」

へ

の
志
向
性
を
、
西
田
の
内
的
方
向

に
対
比
さ
せ
て
外
的
方
向
と
特
徴
づ
け

る

な
ら
、
真
に
具
体
的
な
生
命
的
世
界
は
、
こ
れ
ら
両
方
向
の
統
一
と
い
う
相

の
も
と
で
把
握
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

近
時
、
い
わ
ゆ
る
「
環

境
倫
理
」

や
「
生
命
倫
理
」
の
文

脈
に
お
い
て

西

田
哲
学
を
読
も
う
と
す

る
試
み

が
あ
る
。
西

田
の
生
命
論

か
ら

何
か
し
ら

の

今
日
的

ヒ
ン
ト
を
見

い
だ
そ

う
と
す

る
意
図

そ
の
も

の
を
否
定
す

る
つ
も
り

は
な
い
。
注
意
が
必
要
な
の

は
、
西

田
に
お
け

る
「
生
命
」
が
あ
く
ま
で
自

己

の
内
面

に
お

い
て
探
り
当
て
ら
れ

た
も

の
で
あ

る
こ
と
だ
。
西
田

は
数

学

や
物
理
学
の
抽
象
的
な
議
論

は
積
極

的
に
お
こ

な
う
一
方
、
（
科

学
と
し
て

の
）
生
物
学
へ
は
殆
ど
関
心
を
払

っ
た
形
跡

が
な

い
。
西
田
哲
学
を
真

に
今

日
的
な
意
味
で
生
か
す
た
め
に
は
、
内
的
方
向

に
傾
き
が
ち
な
生
命
概
念

に

対
し
て
、
外
的
方
向
か
ら
の
何
ら
か
の
補
完
が
必
要
だ
ろ
う
。
こ
う
し
た
意

味
に
お
い
て

、
西

田
と
ホ
ー
ル
デ
ー

ン
と
の
真
の
対
話
が
な
さ
れ
る
こ
と
が

な
か
っ
た
の
は
残
念

な
こ

と
だ
っ
た
。
し
か
し
、
こ
こ
か
ら

先
は
む
し
ろ
現

代

に
生
き

る
わ
れ

わ
れ
が
引
き
受
け

る
べ
き
課
題
で

あ
る
筈
だ
。

（
１
）
　
筆
者
は
別
稿
に

お
い
て
、
西
田

が
ホ
ー
ル
デ
ー
ン
由
来
の
も
の
と
し
て
述

べ

る

生
物

学

的

議

論

に
、

ホ

ー

ル
デ

ー

ン
自

身

の

見
解

と

は
相

違

す

る
、

生

物

学

的

に
不

適

切

な
解

釈

が

あ

る
と

指

摘

し

た

。

そ

の
概

略

を

述

べ

る
な

ら

ば

、

呼

吸

生

理

学

者

と

し
て

の

ホ
ー

ル
デ

ー

ン

が

、

あ
く

ま
で

個

々

に
観

察

さ

れ

う

る

有

機

体

が

そ

な

え

る
自

己

維

持

の

機

能

に
着

目

し

て

い
た

の

に
対

し

、

西

田

は

そ

れ

を

「
種

」

の
問

題

だ

と

誤

読

し

、
結

果

と
し

て

、

行

為

の

範

型

と

し

て

の

自

己

維

持

す

る

「
種

の

形

（

＝
国

体

）
」

を

め
ぐ

る

不

適

切

な

議

論

へ

と

導

か

れ

て

し

ま

っ
た

と

い

う

こ

と

で

あ

る

。
佐

々
木

を

参

照

。

（
２
）
　

以

下

『
基

礎

』
、
『
生

物

学

者

』

と

そ
れ

ぞ

れ

略

記

す

る

。

ま

た

頁

数

を
指

示

す

る

際

は

Ｂ
ａ
ｓ
ｉｓ
　
Ｂ
ｉｏ
ｌｏ
ｇ
ｉｓ
ｔ
の
略

号
を

用

い

て

、
（
Ｂ
ａ
ｓ
ｉｓ
:　
１
５
）

の

ご

と

く

記

す

。

（
３

）
　

西

田

は

一

九

三

六

年

の

初

頭

に

高

山

岩

男

か

ら

『
基

礎

』

を

借

り

て

い

る

（
１
７
　
:　５
３
１
）
°

そ

の

直

後

に

西

田

が

早

速

『
基

礎

』

を

英

国

に

注

文

し

て

い

る

こ
と

に
注

目

し

た
野

家

啓

一

は

「
同

じ

年

の

七
月

に

『
思

想

』

に

発

表

さ

れ

た

『
論

理

と

生

命

』

に

は
す

で

に

ホ

ー

ル
デ

ー

ン

に
対

す

る
明

示

的

な

言

及

が

な

さ

れ

て

い

る

こ

と

か
ら

す

れ

ば

、

驚

く

べ
き

吸

収

の

早

さ

（
野

家

１
９
９
６
　：
　２
２
）
」

だ

と

評

価

し

て

い

る
。

し

か

し

な

が

ら

。
結

局

西

田

は
三

年

も

の

間

こ

の

本

を

入
手
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
一
九
三
八
年
一
二
月
二
二
日
付
け
の
西
谷
啓

治

（
滞

独

中

）

宛

書

簡

に

お

い

て

、

西

田

は

ホ

ー

ル
デ

ー

ン
の

著

書

が

英

国

に

て

絶

版

だ

っ

た
と

告

げ

、

独

訳

の

購

入

を

依

頼

し

て

い

る

（
１
９
:５
７
,　
６
４
）
。
西

田

が

よ

う

や

く

『
基

礎

』

の

独

訳

版

を

入
手

し

た

の

は

、

翌

一

九

三

九

年

二
月

の

こ

と

だ

。

独

訳

入

手

ま

で

の

期

間

に
も

ホ
ー

ル

デ

ー

ン
へ

の
頻

繁

な

言
及

は

な

さ

れ

て

い

る

わ

け

だ

が
、

そ

の

間

ホ

ー
ル

デ

ー

ン
の

テ

キ

ス

ト

は
西

田

の
手

元

に

は

無

か

っ
た

可

能
性

が

あ

る
。

高

山

か

ら

『
基

礎

』

を
借

り

て

い

た

の
は

、

全

体

を

十

分

詳

細

に
読

む

こ

と
が

で

き

ぬ
ほ

ど

の
短

期

間

だ

っ

た
の

で

は
な

い

か

と

推

測
さ

れ

る

の
だ

。

ホ

ー

ル
デ

ー

ン
へ

の

言
及

が

『
基

礎

』

冒

頭

部

の

特

定

の
箇

所

か
ら

の
み

で

あ

る

こ

と

も

補

強

材
料

と

な

ろ

う

。

無

論

こ
れ

は
あ

く

ま

で

推

測

で

あ

り

、
西

田

が

『
基

礎

』

の

全

体

に

目

を

通

｜　生物学 と宗教的世界観63



し
て
い
た
可
能
性
は
残
る
。
し

か
し
そ
の
場
合
、

ホ
ー
ル
デ
ー

ン
の
生
物
学
的

議

論
に
共
感
、
触
発
さ
れ
た
一
方
で
、
西
田

に
と
っ
て
関
心
が
深

い
は
ず
の
宗

教
的
議
論

に
つ

い
て
触
れ
て

い
な
い
こ
と

の
説
明
が

で
き
な

い
。

ま
た
、
『
基

礎
』

の
前
半
部

の
生
物
学
的
議

論
に
つ

い
て
も

、
注
意
深
く
読
む
な
ら
ば

ホ
ー

ル
デ
ー
ン
が

「
種
」
の
議
論
な
ど

し
て

い
な
い
と
い
う
こ
と
は
明

白
で
あ

る
。

例
え
ば

（
Ｂ
ａ
ｓ
ｉｓ
：
　
２
１
-２
）
を
参
照

。
こ
れ
ら

を
総
合

的
に
考
慮
す

れ
ば
、

本

稿
の
「
収

斂
仮
説
」
に
は
十
分

な
説
得

力
が
あ
る
。

（
４
）
　
直
接
西

田
と
関
連
す

る
記
述

で
は
な

い
が
、
夙

に
田
辺
元
が
、
「
哲
学

と
科

学
と
の
間

（
一
九
三
七

）
」

に
お

い
て

ホ
ー

ル
デ
ー

ン
を
取
り

上
げ
て

い
る
。

次
節
の
内
容
を
先
取
る
形

に
な
る
が
、
興
味
深

い
箇
所
な
の
で
引
い
て
お
く
。

そ
こ
で
田
辺
は

ホ
ー
ル
デ
ー
ン
の
生
命
論
を
解
説
し
た
上
で
、
そ
の
宗
教
的
世

界
観

に
つ

い
て
次
の
よ
う
に
評
す
る
。
す
な
わ

ち
、
全
体
重
視
の
傾
向
は
生
物

学
主
義

に
基
づ
く
唯
心
論
的
世
界
観

の
哲
学

に
帰

着
せ
ざ

る
を
え
な

い
。
「
特

に
ホ
ル
デ
ー

ン
の
場
合
に
は
哲
学
を
積
極
的

に
標
榜
し
、
其
体
系
を
完
結
さ
せ

る
た
め
に
、
物
理
学
、
生
物
学
、
心
理
学
の
上

に
、
直
接
体
験
せ
ら
れ
る
知
覚

世
界
を
最
も
深
く
最
も
具
体
的

に
解
釈
す

る
も

の
と
し
て
宗
教
を
置
き
、
超
個

人
的
理

想
的
人

格
と
し
て
の
神

に
全
体
が
包

摂
せ
ら
れ
、
世
界

は
神
性

の
不
断

な
る
自
己
開
示
の
発
展
過
程
と
解
す
る
の
で
あ
る
（
田
辺
：
　
２
２
６
-
７
）
。
か
か

る
世
界

観
に
対
す
る
田
辺

の
批
判
は
、
人
格
的
世
界

（
心
理
学
的
に
解

釈
さ
れ

た
世
界
）
と
、
全
て
を
包
摂
す
る
宗
教
的
世
界
と
の
間

に
、
そ
れ
ら
を
媒
介
す

る
、
具
体
的
な
社
会

（
＝
種
）
が
欠
け

て

い
る
と
い
う
点

に
あ
る

（
同
:
　２
２
９

以
下
）
。

（
５

）
　
明
ら

か
に
、

ホ
ー
ル
デ
ー

ン
の

「
美
」

に
つ
い
て
の
議
論
は

カ
ン
ト

『
判
断

力
批
判
』

の
影
響
を
受
け
て

い
る
。
『
判
断

力
批
判
』
が

美
と
生
命

の
問
題
と

を
主
題

と
し
て

い
る
こ
と
を

考
え

る
と
、
生
物
学
者

た
る
ホ
ー
ル
デ

ー
ン
の
こ

の
ス
タ
ン
ス
は
注
目

に
値
し
よ
う
。

（
６
）
　
紙
幅

の
関
係
で
も

は
や
詳
述

は
で
き

な
い
が
、
例
え

ば

『
善
の
研
究
』

に
お

け

る
純

粋

経

験

の

統

一

と

し

て

の

神

を

め

ぐ

る
議

論

〈
１
　：
　１
８
９
以

下

）

と
比

較

せ

よ

。

ま

た

晩

年

の

「
場

所

的

論

理

と

宗

教

的

世
界

観

」

に
お

い

て

「
万

有

在

神
論
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