
〈

研

究

論

文
８

〉

ヤ

ス

パ

ー

ス

の

「
哲

学

的

信

仰

」

に

つ

い

て

―
―
暗
号
（
Ｃ
ｈ
ｉ
ｆ
ｆ
ｅ
ｒ
）
と
マ
ー
ヤ
ー
（
m
a
y
a
)
ｎ
解
釈
を

手
が
か
り
と
し
て
―
―

羽
　
入
　
佐
和
子

序

「
哲
学
的
信
仰
」
と

い
う
概
念

は
、
ヤ
ス

パ
ー
ス
の
哲
学
を
特

徴
づ
け
て

い
る
一
つ
の
概

念
で

あ
る
。
し

か
し
一
般
的

に
い
え
ば
、
論

理
的
客
観
性
を

基
礎
と
す
る
学
と
し
て
の
「
哲
学
」
と

、
主
観
性
を
重
視
す

る
「
信
仰
」
と

は
本
来
こ
の
よ
う
に
直
接

に
結

び
つ
け
て
使
用
で
き
る
概
念

で
は
な
い
は
ず

で
あ
り
、
む
し
ろ
両

者
は
明

確
に
区
別

さ
れ
る
べ
き
関
係
に
あ
る
と

い
え

よ

う
。
と
こ
ろ
が
、
ヤ
ス
パ
ー
ス
は
「
哲
学
」
と
「
信
仰
」
と

い
う
二

つ
の
概

念
を
結
び
つ
け
て

、
「
哲
学
的
信
仰
」
と
い
う
用
語

を
用
い
る

。
た
だ
し
、
こ

の
ど
と

は
ヤ
ス
パ
ー
ス
が
自
ら

の
哲
学

を
「
信
仰
」
と
し
て
主
観
的

な
形
で

主
張

し
よ

う
と
し
た
こ
と
を
意
味
し
て

は
い
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
彼

は
こ

の

「
哲

学
的
信
仰
」
と
並
行
的
に
「
哲
学
的
論
理
学
」

を
も
展
開
し
て
お
り
、

そ
こ
で

は
、
自

ら
の
哲

学
を
一
つ

の
「
論
理
学
」
と
し
て

客
観
的

に
語

る
こ

と
に
力
を
尽
く
し
て
も
い
る
か
ら
で

あ
る
。
即
ち
、
ヤ
ス
パ
ー
ス

は
、
一
方

で
哲
学

の
論
理
性
を
追
求
し
な
が
ら
、
同
時
に
、
敢

え
て
「
哲
学
」
と
「
信

仰
」
と
を
自
ら

の
哲
学

の
中
で
結
び
つ

け
、
「
哲
学
的
信
仰
」
と

い

う
表
現

で
独
自

の
哲
学
を
表
明
し
た
と
い
え

る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で

、
こ

の
点
に
着

目
し
て
、

ヤ
ス

パ
ー
ス
の
「
哲
学
的
信
仰
」
の
意

味
を
探
る
こ
と
を
こ
の
小

論

の
テ

ー
マ
と
し
て
、
次
の
手
順
で
考
察
し
て
い
く
こ
と
と
す
る
。

一
　

ヤ
ス

パ
ー
ス
自
身
は
「
哲
学
的
信
仰
」
を
ど
の
よ
う

に
考
え
て
い
た
か

を
概
観
し
、
併
せ
て
、
こ
の
場
合
の
主
要
概
念
で
あ

る
「
暗
号
」

の
意
味

を
確
認
す
る
。

ニ
　
ヤ
ス
パ
ー
ス
自
身
が
「
暗
号
」
と
の
関
わ
り
で
論
じ
て
い
る
イ
ン
ド
哲

学
の
一
概
念
「

マ
ー
ヤ
ー
」

に
つ

い
て
、
そ
れ
を
彼

が
ど

の
よ
う

に
解
釈



し
た
か
を
手
が
か
り
に
、
「
暗
号
」
の
意
味
を
再
検
討
す
る
。

三
　
以

上

の
考
察
を
通
し
て
、
ヤ
ス
パ
ー
ス
の
「
哲
学
的
信
仰
」

の
哲
学
と

し
て

の
独
自
性

に
つ
い
て
明

ら
か
に
す

る
。

一
　

哲

学
的

信

仰

に
つ

い
て

ヤ
ス
パ
ー
ス
が
主
張
し
た
哲
学
的
信
仰
は
、
次
の
二
点
を
主
た
る
内
容
と

し
て

い
る
と

い
う
こ
と
が
で
き

る
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
第
一
に
、
哲
学
的

信

仰

は

「
思

惟

す

る

人

間

の

信

仰

（
ｄ
ｅ
ｒ
　
Ｇ
ｌａ
ｕ
ｂ
ｅ
　
ｄｅ
ｓ
　
ｄ
ｅ
ｎ
ｋ
ｅ
ｎ
ｄ
ｅ
ｎ
　
Ｍ
ｅ
ｎ
-

ｓ
ａ
h
e
n
）
で
あ
り
、
知
と
結
び
つ
い
て
い
る
こ
と
を
常
に
特
徴
と
し
て
い
る
」

（
Ｐ
Ｇ
Ｏ
　Ｓ

．
　
１
３
）
と

い

う

点

、

第

二

に

は

、

こ

の

信

仰

が

、
「
実

存

の

行

為

で

あ

り
、
そ
こ
に
お
い
て
超
越
者
が
そ
の
現
実
性
に
お
い
て
意
識
さ
れ
る
」
（
P
G
O

S
．
２
０
）
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
た
だ
し
、
こ
の
第
二
の
点
す
な
わ
ち
、
「
超
越

者

が

そ

の

現

実

性

に

お

い

て

意

識

さ

れ

る

」

と

い

う

こ

と

は

、

実

存

に

と

っ

て

、

超

越

者

が

「
い

ま

」
「

こ

こ

」

に

お

い

て

生

き

生

き

と

覚

知

さ

れ

る

と

い

う

意

味

で

あ

り

、

こ

の

こ

と

は

ま

さ

に

、

哲

学

的

信

仰

が

「

信

仰

」

と

名

づ

け

ら

れ

る

ゆ

え

ん

で

あ

る

と

考

え

ら

れ

る

。

従

っ

て

、
「
哲

学

」

を

「
信

仰

」

と
結
び
つ
け
る
こ
と
の
意
味
を
探
る
に
は
、
第
一
の
点
、
つ
ま
り
、
「
思
惟
す

る

人

間

の

信

仰

」

は

い

か

な

る

意

味

で

可

能

な

の

か

、

そ

れ

が

何

故

「

知

」

と

結

び

つ

く

の

か

を

明

確

に

す

る

必

要

が

あ

る

。

な

ぜ

な

ら

、

こ

の
表

現

の

内

に

こ

そ

、
「
信

仰

」

が

「
哲

学

」

と

し

て

語

ら

れ

る

こ

と

の

意

味

が

集

約

さ

れ

て

い

る

と

考

え

ら

れ

る

か

ら

で

あ

る

。

そ

し

て

、

こ

の

表

現

の

意

味

す

る

と

こ

ろ

を

解

明

す

る

た

め

に

、

ま

ず

、

ヤ

ス

パ

ー

ス

が

哲

学

的

信

仰

の

中

心
概

念

の

一

つ
と

し

た

「
暗
号

」

に
着

目

す

る
の

が

有

効
で

あ

ろ

う

。

ヤ

ス

パ

ー

ス

は
暗

号

に
つ

い
て

次

の

よ
う

に
語

っ
て

い

る
。

す

な

わ

ち

、

「

暗

号

に

お

い
て

我

々

は
超

越

者

へ
と

思

惟

し

て

ゆ

き

、
超

越

者

の

言

葉

を

聴

く

」
（
Ｐ
Ｇ
Ｏ
　
Ｓ

．　１
５
２
）
「
暗

号

は
普

遍
妥

当

的

な

経

験

や
検

証

と

は

無

縁

で
あ
り
、
実
存
と
関
係
す
る
と
こ
ろ
に
暗
号
の
真
理
が
あ
る
」
（
i
b
i
d
.
）
と
。

こ

こ

に
記

さ

れ

て

い

る
こ
と

は
。

暗

号

は

「

超

越
者

の
言

葉

」

で
あ

り

、

超

越

者

へ

の

「
思

惟

」

が

暗
号

に

お
い

て

な

さ

れ

る

こ
と

、
し

か

も

、
そ

の
暗

号

は
実

存

に

よ

っ
て

の
み

聴
き

取

ら

れ

得

る
と

い

う

こ
と

で

あ

る
。
換

言
す

れ

ば

、
暗

号

は

、
「
超

越

者
」

と

い

う

そ

れ

自

身

は
経

験
的

認

識

の

対
象

と

な

り
得

な

い
存

在

と

、
こ

の

存
在

を

「
思

惟

す

る
」

実

存
と

の
媒

介

の
役

割

を
果

た
し

て

い

る
と

い
え

る

。
従

っ
て

、

超

越

者

を

「
思

惟

す

る
」
と

は
、

実

存

が

暗

号

と
触

れ

合
う

こ

と

に

ほ

か

な
ら

な
い

の

で

あ

る

が
、

そ

の

た

め

に

は

、

さ

ら

に

、

暗

号

は
常

に
浮

動

的
で

な
け

れ
ば

な

ら

な

い

こ
と

が

同
時

に
強

調

さ

れ

て

い

る
。

つ

ま
り

、

ヤ
ス

パ

ー

ス

は
、
「
人

間

は

世
界

の

ど

こ

に
あ

っ
て

も

超

越

者

の

浮

動
す

る
多

様

な

暗

号

を
聴

き

、

見

、

考

え

る
が

、

そ

れ

は
決

し

て

神

そ

の

も

の
で

は

な

く

、
一

つ

の
言

葉

に
過

ぎ

な

い
」
（
Ｐ
Ｇ
Ｏ

Ｓ
．　
１
７
５
）

と

語

り

、

実

在

す

る
人

物

や
事

物

を
超

越
者

の
現

れ
と

見

な

す

こ

と

を
拒

否

す

る
ば

か
り

で

な

く
、

特

定

の

理

念
や

観

念

や

概

念

で

さ
え

、

超

越

者

を
そ

の

ま

ま
顕

わ

に

は

し
得

な

い

と

考

え

て

い

る
。

彼

に

よ

れ
ば

、

そ

の

よ

う

な

捉

え
方

は
超

越

者

の
固

定

化

と

な

り

、

そ

こ
で

、

暗

号

は

「
浮

動

す

る
暗

号

」
で

な

け

れ
ば

な

ら

な

い
と

い

わ

れ

る
の

で
あ

る
。

と
こ
ろ
で
、
ヤ
ス
パ
ー
ス
が
こ
の
よ
う
に
「
暗
号
」
を
特
に
浮
動
的
に
捉



え
よ
う
と
し
た
背
後
に
は
、
「
暗
号
」
に
よ
っ
て
自
ら
の
哲
学
と
啓
示
信
仰

と

の

違

い

を

強

調

し

よ

う

と

す

る
意

図

が

あ

っ
た
と

い

え

る

が

、

そ

れ

は

、

例

え

ば

、
「
超

越

者

が

あ

ら

ゆ

る
他

の
実

在
性

と

区

別

さ

れ

た

世

界

の
中

で

の

神

的

実

在

性

と

し

て

、

あ

る
い

は

、
時

空

と

結

び

つ

い

た
神

的

啓
示

と

し

て

、

何
等

か

の
特

異

な
形

態

を
見

い

だ
し

得

る

よ
う

な

こ
と

は

こ

こ
で

は
表

象
も
思
惟
も
さ
れ
得
な
い
」
（
Ｐ
Ｇ
Ｏ
　
Ｓ
．
1
6
4
）
と
い
う
表
現
で
、
超
越
者
が

「
暗

号

」

に

お

い
て

語

ら

れ

る

こ
と

と

「
啓

示

」

と

を
区

別

し

、

あ

る
い

は

、

啓

示

信

仰

が

、
「
そ

れ

自

身

で

満

ち

足

り

て

お

り

、

そ

の

実

在

性

を

基

盤

と

し

て

、

救

済

と

い

う

形

で

完

結

す

る
」
（
Ｐ
Ｇ
Ｏ
　
Ｓ

．　
１
８
４
）
と

い

う

点

で

、

そ

の

根
本
的
な
形
態

に
お
い
て
哲
学
的
信
仰
と
啓
示

信
仰
と
は
明

確
に
異

な
る
と

主
張
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
も
顕
わ
で
あ
る
。
そ
し
て
そ

の
た
め
に
は
、
暗
号

は
「
浮
動
す
る
暗
号
」

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
ら
れ
て

い
る
の
で
あ

る
。以

上

の
考

察
か
ら
明

ら
か
な
こ
と

は
、

ヤ
ス

パ
ー
ス

の
哲
学

に
お
い
て
、

暗
号

は
「
超

越
者
の
言

葉
」
と
し
て
超
越
者
を
指
示

す
る
の
で

は
あ
る
が
、

そ

れ
は
、
あ
く

ま
で

も
実
存

が
超
越
者
を
「
思

惟
」

す
る
際
に
、
実

存
と
超

越
者
と

の
媒
介
と

な
る
と

い
う
こ
と
で
あ
り
、
そ

れ
は
ま
た
、
暗
号

が
浮
動

す

る
も

の
と
し
て
捉
え
ら
れ

る
こ
と
に
よ
っ
て

の
み
可
能

に
な
る
と

い
う
こ

と
で
あ

る
。
そ
し
て
、
こ

の
よ
う
な
思

惟
に
と

っ
て

の
み

、
暗
号

は
、
「
い

ま
」
「
こ
こ
」
に
お
い
て
「
超
越
者
の
言
葉
」
た
り
得
る

の
で
あ
る
。

し
か
し
、
思

惟
す
る
も
の
に
と
っ
て

、
暗
号
は
ど
の
よ
う
に
超
越
者
の
言

葉
た
り
得

る
の
で

あ

ろ

う

か
。

ま

た
、

ヤ
ス

パ
ー
ス
は
、

哲
学
的
信
仰
を

「
知
」
と
結

び
つ
け
て
も
表
現
し
て
い
る
が
、
暗
号

を
介
し
た
思
惟
が
「
知
」

と
結
び
つ
く
と

い
う
こ
と
の
意
味
は
何
か
。
こ
れ
ら
の
点

に
関
し
て
そ

の
理

解
の
手
が
か
り
を
、
次

に
、
ヤ
ス
パ
ー
ス
の
マ
ー
ヤ
ー
解
釈
に
求
め
る
こ
と

に
し
よ
う
。

ニ
　

マ

ー

ヤ

ー

に

つ

い

て

と

こ

ろ

で

、

こ

こ
で

暗

号

と

の
関
連

で

「

マ

ー

ヤ

ー
」

と

い

う

イ

ン
ド

哲

学

の
概

念

に
注

目

す

る
理

由

は

、

ヤ

ス

パ

ー
ス

が

「

哲

学
的

信

仰

」

の
概

念

を

確

立

し

て

い

っ

た
時

期

が

、
彼

自

身

、
イ

ン
ド

哲

学

に
注

目

し

、
そ

の
思

想

を

受

容

し

て

い

た

時

期

に

当

た

る

こ
と

、

さ

ら

に

、

よ
り

積

極

的

に

は
、

ヤ

ス

パ

ー
ス

が

、
「
イ

ン
ド

に

お

い
て

ほ

ど

決
定

的

に
暗

号

が
経

験

さ

れ

た
思

想

は

ど

こ

に

も

な

い
」
（
Ｐ
Ｇ
Ｏ
　
Ｓ

．　
４
１
６
）
と

指

摘

し

て

い

る

こ
と

に
も

拠

る

。

し

か
も

、

イ

ン

ド

の
思

想

の
中

で

も
特

に

「

マ

ー
ヤ

ー
」

は
彼

の

哲

学

的
問

題

意

識

と

深

く

関

わ

っ
て

い

る

と

い
え

る
の

で

あ

る

。
そ

し

て

そ

れ

は

、
彼

が

。
バ
ー

ゼ

ル
大

学

で

の

最

終

講

義

に

お
い

て

次

の

よ

う

に
語

っ
て

い

る

こ
と

に
最

も

顕

著

に

現

わ

れ

て

い

る

。
す

な

わ

ち

、
「
あ

ら

ゆ

る

合

理

的

な
説

明

は

、

本

来

的

に

存

在

す

る

も

の

は
何

か

、

と

い
う

問

い

に
当

た

っ
て

挫

折

し

ま

す

。
そ

の

場

合

、

私

は

次

の

よ
う

な

イ

ン

ド

の
思

想

を
示

す

こ
と

で

結

び

と

し

ま
し

た

。

こ

の

イ

ン

ド

の
思

想

と

い
う

の
は

、

私

た

ち

は

こ

の
世

界

の

内

で

生
き

、
そ

し

て

生

活

し

て

は

い

ま
す

が

、

こ

の

世
界

全

体

は
一

大

仮

象

で

あ

り

、

マ

ー

ヤ

ー

の

ヴ

ェ

ー

ル

で

あ

り

…

…
（
以
下

略
）
…

…
」
（
Ｃ
Ｔ
　Ｓ
.

４
７
　ｆ
）
と

。
つ

ま
り

、

ヤ

ス

パ

ー
ス

は

、
合

理

的
思

惟

の

挫
折

に

お
い

て
語

り



得

る
こ

と

と

し

て

、

世
界

全

体

が

マ

ー

ヤ

ー

の

ヴ

ェ

ー

ル
で

あ

る
と

い

う
考

え

方

に

注

目

し

た

の
で

あ

る
。

さ
て
、
マ
ー
ヤ
ー
は
、
例
え
ば
『
リ
グ
・
ヴ
ェ
ー
ダ
』
で
は
、
「
悪
魔
の

た
く
ら
み
」
、
「
善
な
る
神
性
」
、
「
神
秘
的
力
」
を
意
味
し
て
い
た
が
、
ウ
パ

ニ

シ

ャ

ッ
ド

で

は

、
こ

の

よ

う

な
神

秘

的

色
彩

を
弱

め
、
「
宇

宙

的

幻

想
」

と

し

て

現

象
界

の
仮

象

性

を
示

す
語

と

な

っ
た

。
そ

こ

で

は
、

諸

現

象

を
真

の
存
在
と
見
な
す
事
態
を
「
無
知
（
ａ
ｖ
ｉ
ｄ
ｙ
ａ
）
」
と
呼
ぶ
が
、
ヴ
ェ
ー
ダ
ー
ン

タ
哲

学

で

は

、

こ

の

「

無
知

」

そ

れ
自

体

が

む

し

ろ
一

つ

の
力

と

し

て

積

極

的

な

意

味

を

持

つ

よ

う

に

な
り

、
そ

こ

で

、
マ

ー

ヤ

ー

は
ブ

ラ

フ

マ
ン
（
Ｂ
ｒ
ａ
ｈ
-

ｍ
ａ
ｎ
）

と

い

う

真

な

る

存
在

を

隠
す

か

の

よ

う

に
諸

々

の
幻

を

創

造

す

る
力

を

意

味

し

た

。

ま

た

、
仏

教

に

お
い

て

は
、

マ

ー

ヤ

ー

は
空

性

（
ｓ
ｕ
ｎ
ｙ
ａ
ｔａ
）

を

示

す

比

喩

の

一

つ
と

み

な

さ

れ
て

も

い

る

。

こ
こ
で
ウ
パ
ニ
シ
ャ
ッ
ド
の
マ
ー
ヤ
ー
の
解
釈
の
一
例
を
あ
げ
て
お
こ
う
。

例

え

ば

、
「
音

」

を

考

え

て

み

る

と

、
「
音

」

は
そ

れ

自

体

で

認
識

さ

れ

る

の

で

は

な
く

。

そ

れ

が

音

と

し

て

認

識

さ

れ

る
時

に

は

「
一

つ

の

音

の
塊

」

と

し

て

聴

か

れ

る
に

過

ぎ

ず

、

真

に

存

在

す

る
も

の

は

「
未

だ

聴

か

れ

ざ

る
も

の
」

と

し

て

の

「
音

」

で

あ

る
と

い

う

解

釈

が

あ

る
。

す

な

わ

ち

、

マ

ー

ヤ

ー

の
幻

想

に
捉

わ

れ

て

い

る

限

り

、

現

象

を

真

に

存

在

す

る

も

の
と

み

な
す

点

で

は

「
無

知

」

で

あ

る

が

、

マ

ー

ヤ

ー
が

真

に

存

在

す

る

も

の

を
隠

蔽

し

て

い

る
と

い
う

そ

の
こ

と

が

逆

に

、

こ

の

「
無

知

」

を

突

破

さ

せ

、
真

の
知

へ
向

か
う

こ

と

を

可

能

に

す

る
と

い

う

考

え

方

で

あ

り

、

そ

の

時

、

マ
ー

ヤ

ー

は

い
ず

れ

へ
と

も

な

く

消

え

去

る
こ

と

に

ょ

っ
て

、

存

在

そ

の

も

の

を
顕

わ

に
す

る

と

考

え

ら

れ

て

い

る

の

で

あ

る

。

「

マ

ー

ヤ

ー

」

を

こ

の

よ

う

に

理

解

し

た

場

合

、

第

一

に

、

世

界

内

に

存

在

す

る

も

の

は

マ

ー

ヤ

ー

で

あ

る

こ

と

、

第

二

に

、

こ

れ

を

真

の

存

在

と

見

な

す

こ

と

は

「
無

知

」

を

意

味

す

る

こ

と

、

第

三

に

、

こ

の

「
無

知

」

は

「
知

」

へ

の
意

識

を

駆

り

立

て

、

真

の

存

在

へ

の

覚

醒

を

可

能

に

す

る

も

の

で

あ

る

こ

と

、

の

三

点

を

そ

の

特

性

と

し

て

い

る

と

い

え

よ

う

。

他

方

、

ヤ

ス

パ

ー

ス

は

マ

ー

ヤ

ー

の

意

味

を

、

特

に

ウ

パ

ニ

シ

ャ

ッ

ド

に

お

け

る

意

味

に

則

し

て

次

の

よ

う

に

解

釈

し

て

い

る

。
つ

ま

り

、
「
世

界

内

で

の

知

。
世

界

内

に

お

け

る

対

象

に

関

す

る

知

、
合

目

的

的

な

行

為

に

お

け

る

知

は

ま

さ

に

無

知

で

あ

り

、

マ

ー

ヤ

ー

の

ヴ

ェ

ー

ル

で

あ

る

」
（
Ｐ
Ｇ
Ｏ
　
Ｓ

．　
４
１
６
）

ま

た

、
「

マ

ー

ヤ

ー

の

内

に

あ

る

我

々

の

現

存

在

か

ら

見

れ

ば

無

で

あ

る

も

の

が

、

ま

さ

し

く

真

理

で

あ

り

充

実

な

の

で

あ

る

…

…
（
中

略

）
…

…

対

象

的

な
明
白
さ
（
Ｈ
ｅ
ｌ
ｌ
ｉ
ｃ
ｈ
ｋ
ｅ
ｉ
ｔ
）
や
合
理
的
な
明
晰
さ
（
Ｋ
ｌ
ａ
ｒ
ｈ
ｅ
ｉ
ｔ
）
に
よ
っ
て
は

隠
蔽
が
ま
す
ば
か
り
で
あ
る
」
（
i
b
i
d
.
)
と
。
つ
ま
り
、
ヤ
ス
パ
ー
ス
は
、
世

界

現

象

を

マ

ー

ヤ

ー

と

見

な

す

こ

と

、

即

ち

、

マ

ー

ヤ

ー

の

幻

惑

か

ら

の

解

放

で

あ

り

、
「
無

知

」

か

ら

の

解

放

で

あ

る

と

理

解

し

て

い

る

の

で

あ

る

。

ヤ

ス

パ

ー

ス

の

こ

の

よ

う

な

マ

ー

ヤ

ー

解

釈

は

、

彼

の

い

う

「
暗

号

」

と

対

比

さ

せ

て

み

る

と

、

次

の

点

に

お

い

て

両

者

の

類

似

性

が

確

認

で

き

る

。

ま

ず

第

一

に

、

マ

ー

ヤ

ー

が

真

の

存

在

か

ら

発

す

る

と

理

解

さ

れ

た

点

で

は

、

超

越

者

の

言

葉

と

し

て

の

暗

号

と

一

致

す

る

と

い

え

る

。

ま

た

、

第

二

に

、

マ

ー

ヤ

ー

の

も

た

ら

す

「
無

知

」

を

見

抜

く

も

の

に

向

か

っ

て

、

マ

ー

ヤ

ー

は

、

自

ら

が

消

え

去

る

こ

と

に

ょ

っ
て

存

在

そ

の

も

の

を

顕

わ

に

す

る

と

い



う
点
で

は
、
実
存

の
主
体
的

な
思
惟

に
対

し
て

、
超
越
者
を
覚
知
さ
せ

る
暗

号
と

、
そ

の
働
き

に
お
い
て
同

じ
で
あ

る
と

い
え

る
。
し
か
も
、
第
三

に
、

現

象
と

し
て

の
マ

ー
ヤ
ー
は
、
真

の
存
在

に
対

し
て

、
そ

の
時
々
の
幻
影
で

あ
り

、
い
わ
ば
浮
動
的

に
の
み
考
え

ら
れ
る
こ
と

に
も
、
ヤ
ス
パ
ー
ス
の
い

う
暗
号

が
「
い
ま
」
「
こ
こ
」

に
お
い
て
超
越
者

を
語

る

こ
と

と

の
類
似
を

認

め
て
よ

い
で

あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で

、
暗
号

は
、
思
惟
す

る
も
の
に
と

っ
て

ど
の
様

に
超
越
者
の
言

葉
た
り
う

る
の
か
。
暗
号

が
浮
動
す

る
も

の
と
捉
え
ら
れ

る
と
い
う
こ
と
は
、

ど

の
よ
う

に
解
釈
で
き

る
の
で

あ

ろ

う

か
。

マ
ー
ヤ
ー
は
、
「
無
知
」

を
見

抜
く
も

の
に
対
し
て
真

の
存
在
を
顕
わ
に
す
る
と

ヤ
ス
パ
ー
ス
も
解
釈
し
て

い
る
。
し

か
も
そ

の
際
に
、

マ
ー
ヤ
ー
は
、
自
ら
が
い
ず
れ
へ
と
も
な
く
消

え
去
る
こ
と

に
よ

っ
て
、
存
在
そ
の
も
の
を
顕
わ
に
す
る
と
い
う
こ
と

を
顧

慮
す
る
と
き
、
こ

の
場
合
に
、
「
無
知
」

を
見
抜

く

も

の

と
マ
ｒ

ヤ
ー
と
真

の
存
在
と
い
う
三
者

の
関
係
は
、
暗

号
を
超
越
者
の
言
葉
と

し
て
聴
き
取
る

実
存
と
暗
号
と
超
越
者
と
の
三
者
の
関
係
に
対
応
さ
せ
る
こ
と
が
で
き

る
で

あ
ろ
う
。
そ
し
て
、

マ
ー
ヤ
ー
を
介
す
る
こ
れ
ら
の
関
係
の
内

に
、
思
惟
す

る
実
存
に
と

っ
て
の
超
越
者
の
言

葉
の
一
つ
の
あ
り
方

を
認

め
得
る
と
解
釈

で

き
る
で
あ
ろ
う
。

ま
た
、
「
思
惟
」
と
い
う
側
面
に
つ
い
て
考
え
る
と
、
マ
ー
ヤ
ー
が
「
無

知
」

を
意
識

さ
せ
、
真

の
存

在
の
「
知
」

を
も

た
ら
す
と

い
う
事
態
は
、
ヤ

ス
パ
ー
ス
の
言
い
方
に
拠
れ
ば
、
「
思
想
も
対
象
も
崩
壊
し
、
無
に
帰
す
る

が
、
そ

の
こ
と

に
よ
っ
て

、
本
来
的
で
、
本
質
的
で
、
そ
れ
自
身
で

存
在
す

る
も

の

が
現

実

的

と

な

る
」
（
Ｐ
Ｇ
Ｏ
　Ｓ

．　４
１
７
）
と

い

う
表

現

に

対
応

す

る
で

あ

ろ
う

。

そ

し

て

、

こ

の

よ

う

に
表

現

さ

れ

る
事

態

こ
そ

、

ヤ
ス

パ

ー

ス
に

お

い
て

、

超

越

者

へ
と

「
思

惟
す

る
」

と

い

う

こ
と

の
意

味

で

あ

り

、

こ
の

表

現

を

さ

ら

に

、

先

の

、
「

マ

ー

ヤ

ー
の
内

に

あ

る

我

々
の

現

存
在

か

ら

み

て

無

で

あ

る
も

の

が

、
そ

れ
自

身

真

理

で

あ

り
充

実

で

あ

る
」
（
Ｐ
Ｇ
Ｏ
　Ｓ
.　
４
１
６
）

と

い

う

言

い
方

と

考

え

合

わ
せ

る
と

き

、
本

来

「
無

で

あ

る

も

の
」

へ

の

「
思

惟
」

が

マ
ー

ヤ

ー
を

介

し

て
可

能

と

な

る
、

と

理

解

さ

れ
て

い

る
こ

と

が

明

ら

か

と

な

る

。

こ
の
よ
う
に
、
ヤ
ス
パ
ー
ス
の
マ
ー
ヤ
ー
解
釈
を
手
が
か
り
と
す
る
と
、

次

の

こ
と

が
確

認

で

き

る
で

あ

ろ

う

。
す

な
わ

ち

、

現

象

と

し
て

は
実

在

せ

ず

、
む

し

ろ

「
無

で

あ

る
も

の
」

は

、
暗

号

を

介

し

て

「
思

惟

す

る
」

際

に

の
み

超

越

者

を

現

実

的

に

す

る

の

で

あ

り

、

そ

れ

は

、

マ

ー

ヤ

ー
が

「
無

知

」

を

意

識

さ

せ

「
知
」

を
も

た
ら

す

と

い

う

考

え
方

に
対

応

し

、
そ

の
こ

と

が

、
「
思

惟

す

る

人
間

の
信

仰

」

の
意

味

を

な

し
て

い

る
と

い

う

こ

と

で

あ

る
。

ま

た
、

こ

の
意

味

で

、
「
思

惟

す

る

人

間

の

信
仰

」

は
「

知
」

と

結

び
つ
く
と
も
言
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
故
に
こ
そ
、
ヤ
ス
パ
ー

ス

は

「
イ

ン
ド

に

お

い
て

ほ
ど

決

定

的

に
暗

号

が
経

験

さ
れ

た
思

想
と

な

っ

た
と

こ

ろ

は

ど

こ

に

も

な

い
」

と

い

う

の

で

あ

ろ

う

。

そ

こ

で

さ

ら

に

、
以

上

の
理

解

に
基

づ

い

て

、

暗
号

を
媒

介

と

し
て

超

越

者

へ

の
思

惟

を
可

能

に
す

る
と

考

え

ら

れ

た

「

哲

学

的
信

仰

」

に

つ

い
て

改

め

て
考

察

し
て

お
き

た
い

。



三

「

存

在

」

の

探

求

と

し

て

の

「

哲

学

的

信

仰

」

ヤ

ス

パ

ー

ス

の

哲

学

的

関

心

は

一

貫

し

て

「

存

在

」

に

向

け

ら

れ

て

い

た

。

こ
の
点
に
お
い
て
は
、
ヤ
ス
パ
ー
ス
を
他
の
哲
学
者
か
ら
区
別
す
る
こ
と
は

難

し

い

で

あ

ろ

う

。

ま

た

、

こ

の

「

存

在

」

を

、

「

哲

学

的

信

仰

」

と

い

う

思

想

の

中

で

、

「

超

越

者

」

や

「

神

」

と

言

い

替

え

た

こ

と

も

、

彼

の

思

想

を
特
徴
づ
け
て
い
る
と
は
い
い
難
い
。
し
か
し
、
た
だ
一
つ
、
ヤ
ス
パ
ー
ス

が

、

対

象

性

を

超

え

た

こ

の

よ

う

な

「

存

在

」

に

対

し

て

、

「

暗

号

」

と

い

う
視
点
か
ら
ア
プ
ロ
ー
チ
を
試
み
た
点
に
、
彼
の
哲
学
の
特
異
性
が
認
め
ら

れ

る

と

い

え

る

の

で

は

な

い

だ

ろ

う

か

。

ヤ

ス

パ

ー

ス

に

と

っ

て

、

「

暗

号

」

は

、

論

理

性

や

客

観

性

を

追

求

す

る

哲

学

に

お

い

て

は

非

対

象

的

な

も

の

と

し

て

不

問

に

さ

れ

、

む

し

ろ

、

宗

教

の

問

題

と

も

見

な

さ

れ

が

ち

な

「

存

在

そ

の

も

の

」

へ

の

関

わ

り

を

、

「

哲

学

的

」

に

可

能

に

す

る

概

念

で

あ

っ

た

。

「

暗

号

は

自

ら

を

超

え

て

事

物

の

根

拠

を

指

示

す

る

。

そ

れ

は

、

’
Ｓ
ｅ
ｉ
ｎ

’
 
’

Ｎ

ｉ
ｃ
ｈ

ｔ
ｓ

’
　
’

Ｓ
ｅ

ｉ
ｎ
-
Ｎ

ｉｃ
ｈ

ｔ
ｓ

’
　
’Ｕ

ｂ
ｅ
ｒ
ｓ
ｅ
ｉ
ｎ

’

ｖ
ｏ
ｒ

　
ａ

ｌ
ｌ

ｅ
ｍ

　
Ｓ
ｅ
ｉ

ｎ

’

と

呼

ば

れ

、

何

千

年

来

、

哲

学

す

る

こ

と

の

内

で

言

及

さ

れ

て

き

た

」

（

Ｐ
Ｇ

Ｏ

　
Ｓ

．
　
２
１
０
）

と

語

っ

て

い

る

こ

と

に

も

明

ら

か

な

よ

う

に

、

ヤ

ス

パ

ー

ス

は

、

「

存

在

」

を

め

ぐ

る

こ

れ

ら

の

表

現

を

も

一

つ

の

暗

号

と

見

な

す

こ

と

に

よ

っ

て

、

存

在

の

根

拠

へ

と

近

づ

く

こ

と

が

可

能

で

あ

る

と

考

え

た

の

で

あ

る

。

哲

学

の

関

心

は

、

一

般

的

に

、

「

存

在

し

て

い

る

も

の

」

か

ら

「

存

在

そ

の

も

の

」

へ

と

向

か

う

と

考

え

ら

れ

る

。

し

か

も

、

哲

学

と

い

う

学

に

お

い

て

は
論

理

性

や

客

観

性

を
欠

き

得

な
い

限

り

、
常

に
、

言
語

化

す

る
こ

と

が

求

め
ら

れ

て

い

る

。

し

か
し

、
他

方

、

哲

学

の
対

象

と

し

て

の

「
存

在

そ

の

も

の
」

は

ど

こ

ま

で

も

言
語

化

不

可

能

な

も

の
で

あ

る
。

す

な

わ
ち

、
哲

学

は
そ

れ

自

身

の
内

に

、

言
語

化

し

得

な
い

も

の

に
言

語

化

を

求

め

る
と

い
う

矛

盾

を
含

ん
で

い

る
と

も

い

え

よ

う
。

そ

し

て

、
哲

学

の

も

つ

こ

の
矛

盾

に

ヤ

ス

パ

ー

ス
は

敢

え

て

挑

戦

し

た

の
で

あ

る
。

た
だ

し

、

そ

の

よ

う

に

言
語

化

し
得

な

い
も

の
へ

の

接

近

は

、
や

や
も

す

れ

ば
独

断

的

に

な

り

、

哲

学
と

い

う

学
問

の
領

域

か
ら

逸

脱

し

か

ね

な
い

。

そ

れ

に
も

拘

ら

ず

、

ヤ

ス

パ

ー

ス
は
、
「
暗
号
」
を
媒
介
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
哲
学
の
内
に
と
ど
ま
り
、

一

貫

し
て

、
思

惟

の
過

程

に

お

い
て

存

在

そ

の

も

の

に
迫

り

得

る
と

主
張

し

た
の
で

あ

る
。

換

言

す

れ

ば

、

暗

号

を
聴

き

取

る

こ
と

を

哲

学

の
思

惟
と

し

、

こ

の
よ

う

に
し

て

、
言

語

化

し

得

な

い

「
存

在

そ

の

も

の
」

へ

至

る
最

終

の

道

を
示

そ

う
と

試

み

た
と

言

え

る
で

あ

ろ

う
。

「
暗

号

」

の
解

釈

を
通

し

て

理

解

さ

れ

る
哲

学

的

信
仰

は

、
啓

示

信

仰

と

客

観
的

認

識

と

に
面

し

な

が
ら

も

、
そ

の

い

ず
れ

に

も

場

を
譲

る
こ

と

な

く

、

あ

く

ま
で

も

「
思

惟

」

に
ょ

っ
て

「
存

在
」

を
探

求

す

る

こ
と

を
目

指

し

て

い

る

。
そ

れ

は

、
「
宗

教

と

無
神

性

に
面

し

て
哲

学

す

る

も

の

は

、
自

己

固

有

の

信
仰

か
ら

生

き

よ

う

と
す

る
」
（
Ｖ
Ｅ
　Ｓ

．
　１
１４
）
と

い

う

表
現

に

も
明

ら

か

で

あ

り

、
こ

う

し

て

ヤ
ス

パ

ー

ス

は
、

本

来
そ

れ

自

身

い

か

な

る

言
語

化

も

概
念

化

も
拒

否

す

る

「
存

在
」

を
、
「
思

惟

す

る
人

間

の

信

仰
」

に

お

い

て

、
「

暗
号

」

を
手

が

か
り

に

し

て

「
思

惟

」

の

対
象

と

な

し

た

の
で

あ

る

。

そ

し

て

、

こ

の

よ

う

な

「
存

在

」

へ

の
探

求

は

、
「
思

惟

す

る
人

間

の

信
仰

」



と

し
て
ま
さ
に
「
哲
学
的
信
仰
」
と
呼
ば
ざ

る
を
得
な
い
も
の
で

あ
っ
た
と

い
え
る
で
あ
ろ
う
。

以

上

、

ヤ

ス

パ

ー

ス

の

「

哲

学

的

信

仰

」

の

特

殊

性

を

「

思

惟

す

る

人

間

の

信

仰

」

と

捉

え

、

哲

学

的

信

仰

に

お

け

る

「
思

惟

」

を

中

心

に

考

察

し

て

き

た

の

で

あ

る

が

、

こ

の

小

論

は

哲

学

的

信

仰

の

独

自

性

の

一

端

を

示

し

た

に

過

ぎ

ず

、

そ

の

意

義

を

よ

り

明

確

に

論

証

す

る

た

め

に

は

、
「

暗

号

」

と

並
ん
で
哲
学
的
信
仰
の
主
要
概
念
で
あ
る
「
包
越
者
（
ｄ
ａ
ｓ
　
Ｕ
ｍ
ｇ
ｒ
ｅ
ｉ
ｆ
ｅ
ｎ
ｄ
ｅ
）
」

の

意

味

の

解

明

を

は

じ

め

、

マ

ー

ヤ

ー

と

暗

号

と

の

詳

細

な

比

較

検

討

の

過

程

も

示

さ

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

が

、

こ

れ

ら

に

関

し

て

は

別

の

機

会

に

譲

る

こ

と

に

す

る

。

＊

ヤ

ス

パ

ー

ス

の

著

作

か

ら

の

引

用

注

は

文

中

に

記

し

、

そ

の

際

の

略

号

は

次

の

通

り

で

あ

る

。

Ｃ
Ｔ
 
Ｃ
ｈ
ｉ
ｆ
ｆ
ｒ
ｅ
ｎ
　
ｄ
ｅ
ｒ
　
Ｔ
ｒ
ａ
ｎ
ｓ
ｚ
ｅ
ｎ
ｄ
ｅ
ｎ
ｚ

，

Ｍ
ｉ
ｉ
ｎ
ｃ
ｈ
ｅ
ｎ
,
　
１
９
７
０

．

P
G
O
 
Ｄ
ｅ
ｒ
　
ｐ
ｈ
ｉ
ｌ
ｏ
ｓ
ｏ
ｐ
ｈ
ｉ
ｓ
ｃ
ｈ
ｅ
　
G
ｌ
ａ
ｕ
ｂ
ｅ
 
ａ
ｎ
ｇ
ｅ
ｓ
ｉ
ｃ
ｈ
ｔ
ｓ
　
ｄ
ｅ
ｒ
　
Ｏ
ｆ
ｆ
ｅ
ｎ
ｂ
ａ
ｒ
ｕ
ｎ
ｇ
,

Ｍ
u
ｎ
ｃ
ｈ
ｅ
ｎ
，
　
１
９
６
２
．

Ｖ
Ｅ
 
Ｖ
ｅ
ｒ
ｎ
ｕ
ｎ
ｆ
ｔ
　
ｕ
ｎ
ａ
　
Ｅ
ｘ
ｉ
ｓ
ｔ
ｅ
ｎ
ｚ
,
　
１
９
３
５

，

５

．
　
Ａ
ｕ
ｆ
ｌ
．
,
　
Ｍ
u
ｎ
ｃ
ｈ
ｅ
ｎ
,
　
１
９
７
３

．

（

１

）

「

哲

学

的

信

仰

」

と

い

う

概

念

は

、

『

理

性

と

実

存

』

（

一

九

三

五

年

）

で

述

べ

ら

れ

て

以

来

、

『

哲

学

的

信

仰

』

（

一

九

四

八

年

）

、

『

啓

示

に

面

し

て

の

哲

学

的

信

仰

』

（

一

九

六

二

年

）

で

論

及

さ

れ

て

い

る

が

、

こ

こ

で

は

、

暗

号

論

と

の

関

連

か

ら

、

『

啓

示

に

面

し

て

の

哲

学

的

信

仰

』

に

拠

っ

て

こ

の

概

念

の

意

味

を

解

釈

し

た

。

（

２

）
　

ヤ

ス

パ

ー

ス

の

「

超

越

者

」

に

つ

い

て

は

、

啓

示

信

仰

と

の

関

係

と

並

ん

で

、

神

秘

主

義

的

要

素

が

問

題

に

な

る

が

、

例

え

ば

、

田

丸

徳

善

氏

が

指

摘

し

て

い

る

よ

う

に

、

ヤ

ス

パ

ー

ス

の

場

合

は

神

秘

主

義

的

な

現

実

の

世

界

か

ら

の

逃

避

で

は

な

い

と

筆

者

も

理

解

し

て

い

る

。

（

田

丸

徳

善

「

『

哲

学

的

信

仰

』

に

つ

い

て

」

峰

島

旭

雄

篇

『

ヤ

ス

パ

ー

ス
　

哲

学

的

信

仰

の

哲

学

』

所

収

、

以

文

社

、

一

九

七

八

年

、

ニ

ハ

ペ

ー

ジ

、

三

四

ペ

ー

ジ

参

照

）

ま
た
、
Ｓ
o
ｒ
ｅ
ｎ
　
Ｈ
ｏ
ｌ
ｍ
は
、
ヤ
ス
パ
ー
ス
の
哲
学
的
信
仰
を
む
し
ろ
「
宗

教
哲
学
」
と
解
釈
し
て
い
る
。
（
Ｓ
o
ｌ
ｅ
ｎ
　
Ｈ
ｏ
ｌ
ｍ
,
　
Ｊ
ａ
ｓ
ｐ
ｅ
ｒ
ｓ
'
　
R
ｅ
ｌ
ｉ
ｇ
ｉ
ｏ
ｎ
ｓ
ｐ
ｈ
ｉ
ｌ
ｏ
-

ｓ
ｏ
ｐ
ｈ
ｉ
ｅ
，
　
ｉ
ｎ
　
Ｐ
．
　
Ａ
．
　
Ｓ
ｃ
ｈ
ｉ
ｌ
ｐ
ｐ
，
　
ｈ
ｒ
ｓ
ｇ
．
，
　
Ｋ
ａ
ｒ
ｌ
　
Ｊ
ａ
ｓ
ｐ
ｅ
ｒ
ｓ
，
　
１
９
５
７
.
)

従

っ

て

、

ヤ

ス

パ

ー

ス

の

「

哲

学

的

信

仰

」

は

、

啓

示

信

仰

や

神

秘

主

義

と

の

関

連

で

、

そ

し

て

さ

ら

に

は

、

宗

教

哲

学

の

問

題

と

し

て

も

検

討

を

要

す

る

の

で

あ

る

が

、

こ

れ

ら

の

点

に

関

す

る

論

及

は

別

の

機

会

に

譲

る

。

（
３
）
　
マ
ー
ヤ
ー
に
関
す
る
こ
の
解
釈
は
、
Ｐ

．

Ｄ
ｅ
ｕ
ｓ
ｓ
ｅ
ｎ
が
"
Ｃ
ｈ
ａ
ｎ
ｄ
ｏ
ｇ
ｙ
ａ
-
Ｕ
ｐ
ａ
ｎ
ｉ
-

s
a
d
 
Ｖ
Ｉ

．
　
１
，
　
２
"
,
　
"
Ｂ
r
ｈ
ａ
ｄ
ａ
ｒ
ａ
n
ｙ
ａ
ｋ
ａ
-
Ｕ
ｐ
ａ
ｎ
ｉ
s
ａ
ｄ
，
　
Ｉ
Ｉ
.
　
４
，
　
６
”
　
に
つ
い
て
論
じ

た

も

の

で

あ

る

。

（

Ｐ

．
　
Ｄ

ｅ

ｕ

ｓ
ｓ
ｅ
ｎ

，
　

Ｄ

ｉｅ

　

Ｐ

ｈ

ｉ
ｌｏ
ｓ
ｏ
ｐ

ｈ

ｉｅ

　

ｄ
ｅ
ｒ

　

Ｕ

ｐ

ａ

ｎ

ｉｓ

ｈ
ａ

ｄ

，ｓ

，

１
９
２
２

，

Ｓ
.
　
４
１
，
　
Ｓ
．
　
２
０
９
　
ｆ
ｆ

．
）

（

は

に

ゅ

う

・

さ

わ

こ

、

哲

学

、

お

茶

の

水

女

子

大

学

専

任

講

師

）
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