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逆
対
応
と
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス

―
ー
西
田
幾
多
郎
と
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
に
お
け
る
信
仰
の
論
理
―
―

１

西

田
幾
多
郎
の
著
作
に
キ
ル

ケ
ゴ
ー
ル
の
名
前
が
で
て
く
る
の

は
意
外

に

早
く
、
す
で

に
明

治
三
十

七

年
、
西
田
三

十
五
歳

の
時

に
書

か
れ

た
小

論

「
自
覚
主
義
」
に
お
い
て
、
現
今

の
西

洋

に
お
け
る

自
覚
主
義

の
代
表
者

と

し
て
、
イ
プ

セ
ン
、

ニ
ー
チ

ェ
、

ハ
ウ
プ
ト
マ
ン
等
と
並

ん
で
、

キ
ル
ケ
ゴ

ー
ル
の
思
想
が
紹
介
さ
れ
て

い
る
。

そ
こ
で

、
西

田
は
、
自
覚
主
義
の
特

徴

の
一
つ
と
し
て
、
「
観
念
概
念

の
連
結
の
上
に
顕

は
れ
た
る
純

知
識
的
真
理
」

よ
り
も
「
情
意
の
要
求
を
も

満
足
し
得

る
生
き
た
真
理
」

を
求
め
る
主
観
主

義
的
で
反
主
知
主
義
的
な
傾

向
を
指

摘
し
、
そ
の
急
先
鋒

と
も
い
う
べ
き

キ

ル
ケ
ゴ
ー
ル
は
「
個
人

の
生

存
に
関

す
る
知
識

を
の
み

真

の
知
識

と
し
た
」

と
解
説
し
、

か
よ
う

な
考
え

は
時

に
空
想
に
陥
る
危
険
性
も
あ
る
が
、
一
方
、

従
来

の
学
問

の
弊
害

を
よ
く

衝
い
て

い
る
、
と
批
評
し
て

い
る
（
『
西
田
幾
多

小
　
坂
　
国
　
継

郎
全
集
』
第
十
二
巻
、
九
〇
一

九
六
頁
。
以
下

、
巻
数
と
頁
数
の
み
記
す
）
。

け

れ

ど

も

、

こ

の

時

期

に
西

田

が

キ

ル

ケ

ゴ
ー

ル
の

著

作

を
直

に

読

ん
だ

形

跡

は

見

ら

れ

な

い
。

西

田

が
本

格

的

に

キ

ル

ケ

ゴ

ー

ル
の

著

作

を

読

み

、

そ

の

特
異

な
思

想

に

対

し

て

彼
自

身

の

態

度

を
打

ち

だ
す

よ

う

に
な

る

の

は

、

中

期

の

『
無

の

自

覚

的

限

定
』
（
昭
和
七
年
）
の

頃

で

あ

る

。

こ

の

頃

、
西

田

は

マ

ル

ク

ス

主
義

と

と

も

に

弁
証

法

神

学

に
強

い

関

心

を
示

し

た

。

そ

し

て

弁

証
法

神

学

の
思

想

的

基

盤

と

し

て

の

キ

ル

ケ

ゴ
ー

ル

の

思

想
と

本

格

的

に
取

り

く

ん
で

い

る
。

当

時

、
西

田

は

、

絶

対

無

の

「
形
而

上

学
的

場

所

」

か

ら

、

そ

の

自

覚

的

限

定

と

し

て

の

「
弁

証

法

的
世

界

」

へ

と

次
第

に
視

点

を

移

行

さ

せ

つ

つ

あ

っ

た

。

し

た

が

っ
て

、

い

わ

ゆ

る

「
場

所

」

の

立

場

か

ら

、
「
歴

史

」

と

い

う

も
の
を
ど
う
と
ら
え
る
か
、
ま
た
「
時
間
」
と
い
う
も
の
を
ど
う
説
明
す
る

か
が

緊

要

の

課

題

と

な

っ
た

。

そ

し

て

西

田

は

絶
対

無

の

自

覚

的

限

定

と

し

スク
ッ

ド

ラパと応対逆
ｑ

″

Ｑ

り



て

、
い
い

か
え
れ
ば
過
去
・
現
在

・
未

来
を
包
む
「
永
遠
の
今
」
の
自
己
限

定

と
し
て
現
実
の
歴
史
的
世
界
を
考
え

よ
う
と
し
て
い
た
。
歴
史
的
現
実
界

は
そ
の
一
瞬
一
瞬
が
独
立
的
・
自
己
充

足
的
で

あ
り
、
ま
た
そ
の
一
瞬
一
瞬

が
永
遠
な
も
の
・
絶
対
的
な
も
の

に
触

れ
て

お
り
、
か
く
し
て
非

連
続
の
連

続

的
に
進
み
行
く
弁
証
法
的
世
界
で
あ

る
。
か
よ
う
な
考
え
は
、
キ
ル

ケ
ゴ

ー
ル
の
い
う
「
永
遠
の
ア
ト

ム
」
と
し
て

の
「
瞬
間
」

の
思
想
と

類
縁
性
を

有

し
て

い
る
。
実
際
、
西

田
は
彼
の
い

う
「
永

遠
の
今
」

の
矛
盾

的
自
己

同

一
性

、
ま
た
キ
ル

ケ
ゴ
ー
ル
の
い
う
「
瞬
間
」

の
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
を
厳
然

た

る
宗

教
的
事
実
と

し
て
強
調

し
て

い
る
。
そ
し
て
そ
れ

は
同
時

に
ヘ
ー
ゲ
ル

の

「
過

程
的
弁
証
法
」

に
対
す

る
批
判
と
も
つ
な
が

っ
て

い
る
。

キ
ル

ケ
ゴ

ー
ル

は
自
己

の
実
存
弁
証
法

を
質
的

弁
証

法
と
規
定
し
、
そ
れ
を

ヘ
ー
ゲ
ル

の
量
的
弁
証
法

に
対
置
し
た
が
、
西

田
の
場

所
的
弁
証
法
に
も
か
よ
う
な
自

覚
的
弁
証
法

の
要
素
が
見
ら
れ
る
。
西

田
の
い
う
「
非
連
続
の
連
続
」
の
概

念
は

キ
ル

ケ
ゴ
ー
ル

の
「
反
復
」
の
概
念

と
同
様
、
個
の
実
存
的
自
覚
と
い

う
要
素
を
強
く
も

っ
た
も
の
で
あ

っ
た
。

『
無
の
自
覚
的
限
定
』
以

後
、
し
ば
ら

く
西

田
の
著
作
か
ら
キ
ル
ケ
ゴ
ー

ル
へ

の
言
及
が

途
絶
え

る

が
、
『
哲

学
論
文

集
　

第
四
』
（
昭
和
十
六
年
）
に

収

め
ら
れ
た
「
実

践
哲
学
序
論
」
お
よ
び
そ

の
補
説
で
あ

る
「
ポ
イ

エ

シ
ス

と

プ
ラ
ク

シ
ス
」

に
お
い
て
再

び
キ
ル

ケ
ゴ
ー
ル
の
思
想
が
取
り
あ

げ
ら
れ

て

い
る
。
特
に
「
実
践
哲

学
序
論
」

で
は
、

キ
ル

ケ
ゴ
ー
ル
の

『
死

に
至

る

病
』

を
出

立
点
と
し
て

「
実

践
」

の
概
念

の
基

礎
づ
け

が
行
わ
れ

て
い
る
。

『
死

に
至

る
病
』

は
先
の

『
無

の
自
覚
的
限
定
』
で
も
言
及
さ
れ
て
い
る
が
、

そ
こ
で
は
こ
の
著
作

の
重
要
性
は
さ
ほ
ど
意
識
さ
れ
て
は

い
な
か

っ
た
。
し

か
る
に
、
西
田
は
こ
の
時
期
、
こ
の
著
作
を
再
読
し
て
強

い
衝
撃
を
う
け
た
。

彼

は
、
「
今
私
の
心
は
キ

ェ
ル

ケ
ゴ
ー

ル
の

『
死

に
至

る
病
』

を
よ

ん
で
動

か

さ
れ
て

居
る
」
（
書
簡
一
四
一
〇
）
と

い
い
、
「
之
を
材

料
と

し
て

少
し
実

践
哲
学
の
根
底
を
書
い
て
見
た
い
」
（
同
一
四
一
一
）
と
い
っ
て
い
る
。
西
田

は
、
キ
ル

ケ
ゴ
ー
ル
の
思

想
が
「
あ

ま
り

キ
リ

ス
ト
教
的
で

し
っ
く
り
せ
な

い
」

点
が
あ
る
こ
と

を
感
じ

な
が
ら
も

、
そ
の
宗
教
心
の
分
析

の
深
刻
さ

、

そ

の
宗
教

的
体
験
の
深
さ

に
動

か
さ

れ
た
。
「
普

通
の
宗
教
と
倫
理

と
の
区

別

の
分

か
ら
な
い
様
な
人

に
対
し
て
頂
門
の
一
針

だ
」
（
同
一
四
一
四
）
と
も

い

っ
て
い
る
。
そ
し
て
褝
的
な
立
場
、
つ
ま
り
彼
の
い
わ
ゆ
る
「
場
所
」
的

立
場

か
ら
、
キ
ル

ケ
ゴ
ー
ル
的
立
場

を
も
包
み

う
る
よ
う
な
実
践
哲
学
の
根

底
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し

た
の
が

「
実
践

哲
学
序
論
」
で
あ

る
。
実

際
、

「
実
践
哲
学
序
論
」
の
第
一
節

は
、
全
節

『
死

に
至

る
病
』

の
解
説

に
当
て

ら
れ
て
い
る
。
西
田
が
彼
の
著
作
の
な
か
で

か
よ
う
に
延

々
と
他
人
の
思
想

の
解
説
を
す
る
の
は
非
常
に

め
ず
ら

し
い
こ
と
で
あ

る
が
、
そ
の
こ
と

は
、

そ
れ
だ
け
西

田
が
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
思
想
に
深

く
感
ず
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
た

と
い
う
こ
と
を
示
し
て

い
る
と
い
え

よ
う
。

一
般
に
、
従
来

の
哲

学
は
た
だ
意
識

的
自
己
の
立
場
か
ら
実

践
を
問
題

に

し
、
自
己

そ
の
も

の
の
成
立

の
根
底

を
問
題

に
し
て
こ
な
か
っ
た
。
し

か
る

に
、
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル

は
、
自
己

に
つ

い
て
の
徹
底
し
た
内
省
的
分
析

に
よ

っ

０４



て
、
自
己
そ
の
も
の
の
成
立
の
根
底
に
メ
ス
を
い
れ
、
そ
の
パ
ラ
ド
ク
シ
カ

ル
な
性
格
を
剔
出
し

た
。

こ
れ
が
、
西

田
が
キ
ル

ケ
ゴ
ー
ル
の

『
死

に
至
る

病
』

に
深
く
動

か
さ
れ
た
理
由

で
あ
る
。
「
キ

ェ
ル

ケ
ゴ
ー
ル
の

『
死

に
至

る
病
』
は
、
そ
の
根

底
に
な

っ
て
居

る
考
が
キ
リ
ス
ト
教
的
で
あ
り
、
論
じ

方

は
パ
ト

ス
的
で

は
あ
る
が
、
我

々
の
自
己
の
深

い
内
省
的
分
析
と
し
て
極

め
て
深
酷

に
徹
底
的

と
云
は
ざ
る
を
得
な
い
。
何
処
ま
で
も
我
々
の
自
己
を

突
詰

め
た
も

の
で

あ
る
。
由
来
、
哲
学
に
は
此
の
如

き
自
己
と
云
ふ
も
の
の

深

い
内
省
を

欠
い
て
居

る
。
従

っ
て
道
徳
に
於
て
自
己
を
否
定
す

る
と
云

っ

て
も
、
そ
の
根
拠

が
明
か
で
な
い
。
実
践
と
い

っ
て
も
、
真
に
歴
史
的
実
践

を
考

へ
て
居

る
の
で

は
な
い
。
す

ぺ
て
唯
意

識
的
自
己
の
立
場
か
ら
考
へ
て

居
る
に
過
ぎ
な
い
」
（
X
・
７
)
と
い
う
「
実
践
哲
学
序
論
」
の
冒
頭
の
一
節
は
、

キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
に
対
す

る
西

田
の
共

感
が
奈
辺
に
あ
っ
た
か
を
よ
く
示
し
て

い
る
。

キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
に
よ
れ
ば
、
人
間
は
自
己
自
身

に
関
係
す
る
関
係
で
あ

る

と
と
も

に
、
か
よ
う
な
関
係
と
し
て
自
己
を
措
定
し
た
者

に
対
す

る
関
係
で

も

あ
る
。

い
い
か
え
れ
ば
、
人
間
は
自
己
自
身
に
関
係
す

る
と
と

も
に
、

か

よ
う
に
自
己
自
身

に
関
係
す
る
こ
と

に
お

い
て
同
時
に
自
己
を
措

定
し

た
者

に
も
関
係
す

る
。

し
た
が

っ
て
、
人
間
は
有
限
で
あ
る
と
と
も

に
無
限
で
あ

り
、
時
間
的

で
あ

る
と
と
も
に
永
遠
で
も
あ
り
、
必
然
で

あ
る
と

と
も

に
自

由
で
も
あ

る
。
人

間
は
有
限
と
無
限
、
時
間
と
永
遠
、
必
然
と
自

由
と
の
綜

合
で
あ
る
。
そ
し

て
か
よ
う
な
綜
合
と
し
て
の
自
己
の
分
裂
的
関

係
が
「
絶

望
」
と
呼

ば
れ
る

。
そ
れ
で
、
絶
望
は
人
間
の
本
質
に
属
し
て

い
る
。
ま

た
。

こ

の

よ

う

に

人

間

が

絶

望

の

状

態

に

あ

る

の

が

「

罪

」

で

あ

る

。

し

か

る

に

、

人

間

は

ま

っ

た

く

の

依

存

的

存

在

で

あ

る

か

ら

こ

の

絶

望

を

自

ら

の

力

で

は

根

絶

し

え

な

い

。

た

だ

自

ら

を

措

定

し

た

神

に

関

係

す

る

こ

と

に

よ

っ

て

の

み

絶

望

か

ら

救

済

さ

れ

う

る

。

そ

れ

が

す

な

わ

ち

信

仰

で

あ

り

、

人

間

は

、

「

自

己

が

自

己

自

身

に

関

係

し

な

が

ら

自

己

自

身

で

あ

ろ

う

と

す

る

と

き

、

自

己

を

措

定

し

た

力

の

な

か

に

透

明

に

自

己

自

身

を

基

礎

づ

け

る

」
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Ｗ
.

と

略

記

す

る
)

こ

と

に

よ

っ

て

は

じ

め

て

自

由

と

な

り

う

る

。

西

田

は

、

人

間

は

自

己

自

身

に

関

係

す

る

関

係

で

あ

る

と

同

時

に

全

関

係

を

措

定

し

た

者

（

絶

対

他

者
)

に

対

す

る

関

係

で

あ

る

と

い

う

キ

ル

ケ

ゴ

ー

ル

の

規

定

の

内

に

「

自

己

」

の

分

析

の

徹

底

を

見

た

。

そ

し

て

「

自

己

と

は

要

す

る

に

綜

合

で

あ

る

」

（

ｉ
ｂ
ｉ
ｄ
.

，
　
ｐ

．
　１
３
)

と

い

う

規

定

を

、

人

間

の

絶

対

矛

盾

性

の

表

明

と

解

し

た

。

ま

た

、

「

全

関

係

を

措

定

し

た

者

に

対

す

る

関

係

」

を

、

彼

の

い

う

「

絶

対

矛

盾

的

自

己

同

一

的

世

界

に

対

す

る

関

係

」

に

置

き

か

え

、

そ

う

し

た

関

係

は

「

作

ら

れ

た

も

の

か

ら

作

る

も

の

へ

」

と

不

断

に

「

創

造

的

」

で

あ

る

と

考

え

た

。

こ

う

し

て

、

西

田

は

キ

ル

ケ

ゴ

ー

ル

の

思

想

を

徐

々

に

自

分

の

思

想

へ

と

移

し

か

え

る

。

た

と

え

ば

キ

ル

ケ

ゴ

ー

ル

の

「

関

係

」

と

し

て

の

「

自

己

」

の

定

義

は

西

田

の

「

行

為

的

直

観

」

の

思

想

と

結

合

さ

れ

て

、

「

何

処

ま

で

も

自

己

自

身

に

対

す

る

関

係

で

あ

る

と

共

に

絶
対
他
者
に
よ
っ
て
措
定
せ
ら
れ
た
関
係
と
し
て
の
我
々
の
自
己
が
、
何
処

ま

で

も

自

己

自

身

に

関

係

す

る

と

云

ふ

方

向

に

於

て

否

定

せ

ら

れ

る

か

ぎ

り

、

スクｙドラパと応対逆１４



我
々
は
行
為
的
直
観
的
に
物
を
見
る
と
考
へ
ら
れ
る
の
で
あ
る
」
（
Ｘ
・
5
2
）

と
説
明
さ
れ

る
。

か
よ

う
な
解

釈
の
是

非
に
つ
い
て

こ
こ
で
云
々
す

る
の

は

適
切
で
は
な

か
ろ
う
。

た
だ
、
い
え

る
の
は
、
西

田
は
キ
ル

ケ
ゴ
ー
ル
の
思

想
の
な

か
に
西
田
自
身

の
思

想
を
見

い
だ
し
、
ま
た
心
か
ら
そ
れ

に
共
感
し

、

そ
し
て
そ
れ
を
自
分

の
言
葉

に
翻
訳

し
た
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。

し

か
し
な
が
ら
、

か
よ

う
な
共
感

に
は
、
西

田
の
側
の
一
種
の
思

い
入
れ

が
あ

っ
た
こ
と
は
否
定
で
き

な
い
。

そ
れ
は
、
た
と
え
ば

「
全
関

係
を
措
定

し
た
者
に
対
す
る
関
係
」

に
つ

い
て

の
西

田
の
理
解

の
仕
方

に
顕

著
に
あ
ら

わ
れ
て
い
る
。
キ
ル

ケ
ゴ
ー
ル
に
と

っ
て

は
、
自
己

は
自
己

自
身

に
関
係
す

る
こ
と
に
お
い
て
、
同
時
に
絶
対
他
者

に
も
関
係
す

る
。
し

た
が
っ
て

、
な

る
ほ
ど
両
関
係
は
緊
密
な
連
関
を
有
し
て

は
い
る
が
、
自
己
自
身

に
対
す

る

関
係
と
絶
対

他
者
に
対
す
る
関
係
は
あ
く
ま
で
別
個
の
関
係
で
あ

っ
た
。

し

か
る
に
、
西

田
に
と

っ
て
は
、
自
己
が
自
己
自
身

に
関
係
す

る
と

い
う
こ

と

が
、
と
り
も
な
お
さ
ず
世
界

（
絶
対
他
者
）

に
関
係
す
る
と

い
う

こ
と
で

あ

っ
た
。
そ
し
て
ま
た
そ
れ
は
逆

に
世
界
が
自
己

に
関
係
す

る
と

い
う
こ
と
で

あ

っ
た
。
自
己
の
世
界

に
対
す
る
関
係

は
同
時

に
世
界
の
自
己

に
対

す
る
関

係
で
あ
る
。
自
己
が
自
己
を
限
定
す

る
と

い
う
こ
と

は
世
界

が
世
界

を
限

定

す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
自
己
が
世
界
を
限
定
す
る
と

い
う
こ

と
は
世
界

が
自
己
を
限
定
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
西
田
が
、
自
己

の
作
用

は
自
己

の
内
か
ら
自
己
を
限
定
す
る
個
物
的
限
定
と
し
て
「
目
的
的
作
用
型
」
で

あ

る
と
同
時
に
、
そ
れ
が
絶
対

他
者
か
ら
措
定
さ
れ
た
も
の
と
し
て

「
逆
作
用

型
」
な
い
し
「
無
作
用
的
作
用
型
」
で
あ
る
と
い
う
（
Ｘ
・
４
５
参
照
）
ゆ
え

ん
で
あ

る
。
そ
こ
で

は
、
世
界

が
意
識
的
自
己

の
立
場

か
ら
対
象
的
方
向
に

考
え
ら
れ
て

い
る
の
で

は
な

く
、
反
対

に
自
己

が
世
界

の
立
場

か
ら
そ
の
創

造
的
契
機
と
し
て
考
え
ら
れ
て

い
る
。
自
己
が
働
く
と

い
う
こ
と
は
自
己
が

世
界
の
自
己
射
影
点

と
し
て

働
く
と

い
う
こ
と
で
あ
り
、
し

た
が

っ
て
世
界

自
身
が
働
く
と

い
う
こ
と
で

あ
る
。

こ
れ
が
、
西

田

が
（
世

界
の
）
「
物
と

な

っ
て
見
、
物
と
な

っ
て
行
う
」
と

い
う
こ
と
の
意
味
で

あ
る
。
「
世

界
が

自
覚
す
る
時
、
我

々
の
自
己

が
自
覚
す
る
。
我

々
の
自

己
が
自
覚

す
る
時
、

世
界
が
自
覚
す
る
」
（
Ｘ
・
５
５
９
）
と
い
う
言
葉
も
こ
の
よ
う
な
脈
絡
で
理
解
さ

れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
要
す

る
に
、
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル

に
と

っ
て
は
、
絶
対

他
者
は
あ
く
ま
で
自
己

に
対
し
て
超
越
的
で
あ

っ
た
が
、
西
田
に
と

っ
て
は
、

そ
れ
は
自
己

の
内

な
る
根
底
で
あ

っ
た
。
絶
対
他
者
は
同
時
に
絶
対
自
者

で

あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
自
己
は
絶
対
他
者

の
創
造
的
契
機
で
あ
る
の
で
あ
る
。

西

田
は
、
人
間
は
自
己
自
身

に
対
す

る
関
係
で
あ
る
と
同
時
に
自
己
を
措

定
し
た
者
に
対

す
る
関
係
で
あ
る
と
い
う
キ
ル

ケ
ゴ
ー
ル
の
規
定
の
う
ち
に
、

上
述
し
た
よ
う
な
、
人
間
と
神
と
の
関

係
に
お
け
る

パ
ラ
ド

ッ
ク
ス
を
見
た
。

人
間
の
働
く
と
こ
ろ
、
そ
こ

に
神
の
働
き
が
あ
り
、
人
間
の
作
用
の
あ
る
と

こ
ろ
、
そ
こ
に
神
か
ら
の
逆
作
用
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
人
間
の
働
き
が
個
物

的
に
な
れ
ば
な
る
ほ
ど
そ
う
な
の
で

あ

っ
て
、
人
間
は
自
己
の
行
為
の
個
物

化
の
先

端
に
お
い
て
神
の
逆
作
用
に
出

合
う
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の

「
逆
作
用
」

と
い
う
概
念
は
、
従

来
西

田
が
用

い
て

い
た

「
逆
限
定
」

と
い

う
概
念

に
相
当
す

る
と
思
わ
れ

る
が
、
そ
れ
は
や
が
て

さ
ら

に
「
逆
対

応
」

と
い
う
概
念

に
発
展

し
て
い
く
。
し

か
し
逆
限
定
と
い
い
、
逆
作
用
と
い
い
、



ま
た
逆
対

応
と
い
う
も
、
そ
の
根
本
の
趣
旨
は
同
一
で
あ
る
。
自
己
の
働
く

と
こ
ろ
、
そ
こ
に
逆
方
向
か
ら
の
世
界

の
働
き
が
あ
り
、
こ
の
自
己
の
働
き

と
世
界

の
働
き
は
表
裏
一
体
、
同
体
不

二
で
あ
る
。

か
よ
う
な
考
え

は
、
神

を
絶
対

無
と
し
、
そ
し
て
自
己
と
世
界
は
絶
対
無
の
場
所

の
等
根
源
的
で
異

方
向
的
な
二
つ
の
契
機
で
あ
る
と
み
な
す
こ
と

に
よ

っ
て

は
じ

め
て
成
立
す

る
。『

キ

リ

ス

ト

教

の

修

練

』

に

お

い

て

展

開

さ

れ

て

い

る

キ

ル

ケ

ゴ

ー

ル

の

神

人

論

に

対

し

て

も

西

田

は

強

い

共

感

を

示

し

て

い

る

。

一

般

に

、

思

弁

哲

学

で

神

人

と

い

う

も

の

を

考

え

る

場

合

、

時

間

性

や

同

時

性

や

現

実

性

の

範

疇

は

捨

象

さ

れ

る

。

し

か

る

に

、

キ

リ

ス

ト

教

で

は

神

人

は

「
状

況

」

と

い

う

も

の

と

切

り

離

さ

れ

な

い

。

汝

の

傍

ら

に

い

る

人

間

、

大

エ

ヨ

セ

フ

の

子

で

あ

る

こ

の

個

人

が

神

人

で

あ

る

と

い

う

。

神

人

は

神

と

人

間

の

綜

合

で

は

な

い

。
「

一

人

の

人

間

が

神

で

あ

る

と

い

う

の

が

キ

リ

ス

ト

教

で

あ

る

。

そ

し
て
こ
の
一
人
の
人
間
が
神
人
で
あ
る
」
（
Ｋ
.
Ｗ
.
，
　
Ｘ
Ｘ
．
　
ｐ
．
 
８
２
）
°
こ
の
よ
う

に
神
人
に
は
同
時
性
の
局
面
が
属
し
て
い
る
。
こ
れ
ほ
ど
。
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
な

こ

と

は

な

い

。

人

は

こ

の

信

仰

に
躓

く

。
「
神

人

は

矛

盾

の

符

号

で

あ

る

」
（

ｉ
ｂ
ｉ
ｄ
.

，
　
ｐ
．
　
１
２
４
）
°
「
神
人
は
絶
対
的
に
背
理
で
あ
る
」
（
ｉ
ｂ
ｉ
ｄ
.
，
　
ｐ
．
８
２
）
°
キ
ル

ケ

ゴ

ー

ル

は

、

本

書

の

な

か

で

、

神

人

に

対

す

る

人

間

の

躓

き

の

諸

形

態

を

分

析

し

て

い

る

が

、

結

局

、

真

の
躓

き

と

は

、

キ

リ

ス

ト

に

対

す

る

、

あ

る

い

は

自

分

自

身

が

キ

リ

ス

ト

者

と

し

て

生

き

る

こ

と

に

対

す

る

人

格

的

態

度

の
問
題
で

あ
る
と
し

、
「
こ
の
地
上

に
お
け

る

キ
リ

ス
ト
の
生
涯
が
範
例
で

あ
る
。
す
ぺ
て
の
キ
リ
ス
ト
者
と
同
様
、
私
も
自
分
の
生
活
が
キ
リ
ス
ト
の

生
き
方

に
似
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
こ
れ
こ
そ
説
教

の

根

本
的
主
題
で
あ
り
、
し
た
が

っ
て
そ
れ
は
私
が
怠
け
た
と
き

に
は
私
を
奮

起
さ
せ
、
私
が
気
落
ち
し
て

い
る
と
き

に
は
私
を
励
ま
す

働
き
を
し
な
け

れ

ば
な
ら
な

い
。
か
く
し
て
キ
リ

ス
ト
は
実

に
同
時
性
と
い
う
状
況

に
お
け

る

範
例
な
の
だ
」
（
ｉ
ｂ
ｉ
ｄ
.
，
　
ｐ
．
　
１
０
７
)
と
い
っ
て
い
る
。

西
田
は
こ
の
よ
う
な
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル

の
神
人
論

に
心
か
ら
同
意
す

る
。
そ

し
て
こ
の
神
人
の
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
が
我
々
の
行
為
の
根
本
原
理
で
あ
る
と
い

っ
て
い
る
。
し

か
し
、
こ
こ
で
も
西
田

は
彼
一
流
の
読
み
替
え
を

お
こ
な

っ

て

い
る
。

キ
ル

ケ
ゴ
ー
ル
の
い
う
キ
リ

ス
ト
に
倣

っ
て
生
き
る
と

い
う
こ
と

は
、
西
田

に
と

っ
て

は
絶
対
矛
盾
的
自
己
同
一

の
世
界
の
根
底
か
ら

の
呼
び

声

に
従

っ
て
生
き

る
と

い
う
こ
と
で

あ

っ
た
。
「
我

々
は
此
世
界

の
矛
盾
的

自
己
同

一
の
底
か
ら
、
絶
対
の
自
己
表
現
と
し
て
我
々
に
臨
み
来
る
も
の

に

よ

っ
て
動

か
さ
れ
る
所

に
、
我

々
の
自
己
は
行
為
的
と

な
る
の
で
あ
る
。

そ

こ
に
真
の
行
為
と
か
実
践
と
か
云
ふ
も
の
が
あ
る
の
で
あ
る
」
（
Ｘ
・
5
4
）
。
ま

た
、
西

田
は
、
神
人
の

パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
が
行
為
の
根
本

的
原
理
で
あ
る
ば
か

り
か
、
歴
史
的
世

界
の
成
立
の
根
本
的

事
実
で
あ

る
と

い
う
。
「
キ
ェ
ル

ケ

ゴ
ー
ル
が
キ
リ
ス
ト
教
的
信
仰

の
特
徴
と
し
て
掲
げ
る

『
汝
の
側

に
立
つ
も

の
が
神
で
あ
る
』
と
い
ふ
神
人
の
。
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
も
、
単
に
キ
リ
ス
ト
教
的

信
仰
の
特
徴
で
は
な
く
し
て

、
実

は
絶
対
矛
盾
的
自
己

同
一
と
し
て
歴
史
的

世
界
成
立
の
根
本
的
事
実
で

な
け
れ
ば

な
な
ら
な

い
。
此
処
に
哲

学
と
宗
教

スクソドラパと応対逆Ｑａ４



と
の
根
本
的
事
実
に
於
て
の
一
致
が
あ
る
の
で
あ
る
」
（
Ｘ
・
1
2
0
―
1
2
1
）
°

神

人

と

は

、

個

人

が

自

己

矛

盾

的

に
神

で

あ

る
と

い

う

こ

と

で

あ

る

。

そ

の

場

合

、

個

人

と

い

う
の

は
、

キ

ル

ケ

ゴ

ー

ル

に
と

っ
て

は

キ

リ

ス
ト

の

こ

と

で

あ

っ
た

が

、

西

田

に
と

っ
て

は

各

々
の

個

人

の
こ

と

で

あ

っ
た

。

し

た

が

っ
て

、

キ

ル

ケ

ゴ

ー

ル
の

場

合

、

神

人

と

し

て

の

キ
リ

ス

ト

は

個

人

の

範

例

で

あ

っ
た

が

、
西

田

に
と

っ
て

は

神

人

は

個

人

の

根

底

で

あ

っ
た

。

そ

れ

ゆ

え

、

キ

リ

ス
ト

の

招

き

は

、

西

田

に
お

い

て

は

個

人

の

根

底

か

ら

の
呼

び

声

と

な

る

。

キ

ル

ケ

ゴ
ー

ル
も
西

田

も

個

人

の

内

に

あ

る

神

的
な

要

素
を

み

と

め

る
。

そ

れ
で

、

人

間

は

綜

合

で

あ

る

と

い

わ

れ

、

ま

た
絶

対

矛

盾

的

自

己

同

一
で

あ

る
と

い

わ

れ

る

。

し

か

し

、

キ

ル

ケ

ゴ
ー

ル

に
と

っ
て

、
神

は

個

人

に
と

っ
て

超

越

的

に
内

在
す

る

も

の
で

あ

る

の

に
反

し

て

、

西

田

に

と

っ
て

は

、

逆

に
内

在

的

に

超

越
す

る
も

の
で

あ

っ
た

。

い

い

か
え

れ

ば

、

自

己

の

底

の

底

に
見

ら

れ

る
も

の
で

あ

っ
た
。

キ

ル

ケ
ゴ

ー

ル
と
西

田

に
共

通

に

見

ら

れ

る

の

は

、

絶
対

に

外

な

る

も

の

が
絶

対

に
内

な

る

も

の

で

あ

る

と

い
う
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
で
あ
る
。
し
か
し
、
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
に
お
い
て
は
、
そ

り
絶

対

に
外

な

る
も

の

が

な

お
対

象

的
方

向

に
見

ら

れ

て

い

る

の

に
対

し

て

、

西

田

に
お

い
て

は

、

そ

れ

は

徹
底

し

て

内

在

的
方

向

の
極

限

に
見

ら

れ

て

い

る

。

西

田

が

、

キ

ル

ケ
ゴ

ー

ル

の
哲

学
を

、

な

お

主

観

的

自

己

の

立

場

を

脱

し

得

て

い
な

い
と

批

評

す

る

理
由

は
こ

こ

に
あ

る

。

さ

ら

に

、

西

田

は

『
哲

学

的
断

片

』

に
お

け

る
瞬

間

の

パ

ラ

ド

ッ

ク
ス

に

も

深

い

共

感

を
示

し

て

い

る

。

瞬

間

の

も

つ

パ

ラ

ド

ッ

ク

ス

に

つ

い

て

は

『
不

安

の

概

念

』

に
も

説

か
れ

て

お
り

、

す

で

に
西

田

自

身

、
『
無

の

自

覚

的

限

定

』

所

収

の

「
私

の
絶

対

無

の

自

覚

的

限

定

と

い

ふ

も

の
」

の
な

か
で

そ

の

点

に
触

れ

て

い

た

。
「
実

践

哲

学

序

論

」

で

は

、

こ

の

瞬

間

の
概

念

が
実

践

と

の

関

係

で

再

び

取

り

あ

げ

ら

れ

て

い

る

。

キ

ル

ケ

ゴ

ー

ル
は

『
哲

学
的

断

片

』

に

お

い
て

、

ソ

ク

ラ

テ

ス
的

「
想
起

」

に

お
け

る
瞬

間

の
偶

然
性

に

対

し

て

キ

リ

ス
ト

教

的

信

仰

に
お
け

る

瞬
間

の

も

つ
決

定

的

意

義

に
つ

い

て

語

っ
て

い

る

。

ソ

ク

ラ
テ

ス
的

「
想
起

」

に

お

い
て

は
、

真

理

認

識

の

瞬
間

は
何
の
意
味
も
も
た
ず
、
「
瞬
間
は
永
遠
の
な
か
に
吸
い
込
ま
れ
る
」
（
Ｋ
.
Ｗ
.
,

Ｖ
Ｉ
Ｉ．

ｐ
．
１
３
）
。
し
か
る
に
、
キ
リ
ス
ト
教
的
信
仰
に
お
い
て
は
、
瞬
間
は
永

遠
な
も
の
で
満
た
さ
れ
る
。
瞬
間
は
「
時
の
充
実
」
（
ｉ
ｂ
ｉ
ｄ
.
,
　
ｐ
．
　
１
８
）
で
あ
る
。

人

は
瞬

間

に

お

い

て

別

人

と

な

り

、

質

を

ま

っ
た

く

異

に

し

た

者

と

な

り

、

新

し

い
人

間

と

な

る

。
「
人

は
瞬

間

に

お

い
て

自

己

が

再

生

し

た

者

で

あ

る

こ
と
を
意
識
す
る
」
（
ｉ
ｂ
ｉ
ｄ
.
,
　
ｐ
．
２
１
)
°
こ
こ
か
ら
、
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
は
主
体

的

情

熱

を

も

っ
て

か

か

る
瞬

間

を
不

断

に
反

復

す

る

こ

と

を

説

く
。

こ
れ

に

対

し

て

、

西

田

は

、

自

己

再

生

の

原

理

と

し

て

の

キ

ル

ケ

ゴ

ー

ル

の

「
瞬

間

」

の
も

つ
意

義

を
深

く

承

認

し
な

が

ら

、

そ

れ

が

同

時

に

「
歴

史

的

形

成

の
原
理
、
創
造
の
原
理
」
（
X
・
6
3
）
で
あ
る
こ
と
を
強
調
す
る
。
キ
ル
ケ
ゴ

ー

ル

に
と

っ
て

は
、

瞬

間

に

お

い
て

キ
リ

ス

ト

と

の

同

時

性

に
生

き

る
と

い

う

こ

と

が

問

題

で

あ

る

が
、

西

田

に
と

っ
て

は

瞬

間

（
西

田

の

い
う

「
永

遠

の

今

」
）

に

お

い
て

創
造

的

世

界

に

触

れ

、

自

己

自

身

が

そ

の

創

造

的

契

機

と

な

る

こ

と

が

問

題

で
あ

る
。

こ

こ

に

も
西

田

に
よ

る

キ

ル

ケ

ゴ

ー

ル
の

読

み

替

え

が

見

ら

れ

る

。
そ

し

て

こ

こ

か

ら

、

未

来

中

心

主
義

的

な

キ

ル

ケ
ゴ

ー

ル

の

時

間

論

に
対

す

る
批

判

が

で

て

く

る

。
「
私

は

時

と

永

遠

と

が

瞬

間



に
於
て
相
触
れ
る
と
云

っ
て
も
、
未

来
を
全
体
と
な
す
キ

ェ
ル

ケ
ゴ
ー
ル
の

考
に
全
然
同
意
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
れ
で

は
、
真
に
絶
対

否
定
を
媒

介
と
し
て
、
時
が
永

遠
に
触
れ

る
と
云

ふ
こ
と

は
で
き
な

い
で

あ
ら

う
」
（

Ｘ
＊
３
６
５
）°
「
未

来
へ
の
時
の
傾
斜
に
於
て

、
実
践
の

足
場

は
な

い
。

そ
こ

に

現
実
は
な
い
。
実
践
的
現
実
の
世
界
は
、
作
ら
れ

た
も
の

か
ら
作
る
も
の

へ

と
、
絶
対
現
在
の
自
己
限
定
と
し
て
、
我

々
の
行
為
が
一

々
絶
対
現
在

に
触

れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
こ

に
我

々

の
実
践
の
足
場

が
あ
る

の
で
あ
る
」

（
Ｘ
≪３
６
６
）
°

か
よ
う
な
批
判

は
、
そ
の
根
本

に
お

い
て
、
絶
対
者
と

個
と

の

関
係
に
対
す
る
両
者
の
考
え
方
の
差
異

か
ら
生
じ
て

い
る
こ
と
は
先

に
指
摘

し
た
と
お
り
で
あ
る
。

西
田
は
、
遺
稿

「
場

所
的
論

理
と
宗

教
的
世
界

観
」
（
以
下

、
「
宗
教
論
」

と

略
記
す

る
）
に
お

い
て
自
己

の
立
場

か
ら
宗

教
を
論
ず

る
と
き

、
三
度

キ

ル
ケ
ゴ
ー
ル
を
取
り
あ
げ
て

い
る
。
西

田
は
こ
の
「
宗

教
論
」
で

新
し
く

逆

対

応
の
論

理
を
展
開
し
て

い
る
が
、
こ

の
逆
対

応
の
概
念

は
キ
ル

ケ
ゴ
ー
ル

の
。ご
フ
ド
ッ
ク
ス
の
概
念
と
深

く
結

び
つ
い
て

い
る
。

既
述
し

た
よ
う

に
、
逆
対
応

は
逆
限

定
な
い
し
逆
作
用

と
い
わ
ば
等
価

概

念
で
あ

っ
て
、
絶
対
矛
盾
的
自
己
同

一
の
絶
対

矛
盾
的

側
面

を
強

調
し
た
概

念

で
あ
る
。
（
逆

に
そ
の
自
己
同

一

的
側
面
を

強
調
し

た
の
が

「
平

常
底

」

と
考
え
ら

れ
る
。
）
こ

の
時
期

、
西
田

は
限
定
や
作
用
と

い
う
言
葉

よ
り
も
、

対

応
と

い
う
言
葉

の
方
が
場
所

的
論

理
を
表
現

す
る
の
に
都
合
が
よ
い
こ
と

に
気

づ
い
た
。
「
逆
対

応
」

と
は
、

匸
言
で

い
え
ば
、
絶
対

と
相
対
、
無
限

と
有

限
、
一

と
多

の
よ
う
に
、
ま

っ
た
く
対
立
的
な
も
の
、
方
向
を
逆

に
す

る
も
の
が

、
相
互

に
対
立
し

な
が
ら

、
ま

た
方
向
を
逆
に
し
な
が
ら

、
し

か

も

相
互

に
自
己
否

定
的
に
対

応
し
合

っ
て

い
る
と
い
う
逆
説
的
な
関

係
を
あ

ら

わ
す
概

念
で
あ

る
。
ま
た
、
か
よ

う
な
関
係
は
特
に
神
と

人
、
仏
と
衆
生

と
の
間
に
顕

著
に
見
ら
れ
る
が
ゆ
え

に
、
そ
れ
は
優
れ
て
宗
教
的
な
関
係

を

あ
ら
わ
す

概
念
で

あ
る
と
い
え

る
。
西
田

に
よ
れ
ば
、
個
の
働
き
と
、
そ
の

逆
方
向
か
ら
の
神

（
絶
対

的
一
者

、
仏
）

の
働
き
は
相
互
に
対

応
し
合
っ
て

い
る
。
個
の
働
き

の
あ
る
と
こ
ろ

、
そ
こ

に
同
時

に
神
の
働
き
が
あ
り

、
神

の
働
き
の
あ
る
と

こ
ろ
、
そ
こ
に
同
時

に
個
の
働
き
が
あ
る
。
し
か
し
な
が

ら

、
そ
の
場

合
、

ま
ず
個
の
働
き
が
あ

っ
て
、
そ
の
働
き

に
対

応
す

る
形
で

神

の
働
き

が
生
ず

る
と
い
う
の
で

は
な

い
（
ま
た
そ
の
逆

で
も
な

い
）
。

い

わ
ん
や
個
の
働
き

が
神
の
働
き
を
惹

起
さ
せ

る
と

い
う
の
で

も
な
い
（
ま
た

そ
の
逆
で

も
な
い
）
。
そ
う
で

は

な
く
て

、
個
の
自
己
否
定

的
な
働
き

が
あ

る
と
こ
ろ
、
そ
こ

に
同
時
に
神
の
逆
方
向
的
な
働
き
が
あ
る
（
ま
た
そ
の
逆

も
真
で
あ
る
）
と

い
う
の
で

あ
る
。
個
の
働
き
と
神
の
働
き
は
眸
啄
同
時
で

あ

る
。
個
の
働
き

に
神
の
働
き
が
逆
対
応
し
て

い
る
と
い
う
の
は
矛
盾
で

あ

る
が
、
個
と
神
と
の
間
の
こ
の
よ
う
な
絶
対
矛
盾
的
自
己
同
一
が
根
源
的
事

実
で
あ
る
。
ゆ
え

に
西
田

は
、
「
仏
あ

っ
て
衆
生
あ

り
、
衆

生
あ

っ
て

仏
あ

り
」
（
Ｘ
Ｉ
・
３
９
８
,
他
）
と
い
う
。

西
田
は
こ
の
よ
う

な
逆
対
応
の
関

係
を
絶
対
と

相
対

の
概
念
の
分

析
や
、

死

の
概
念
の
分
析
を
通
し
て
明
ら
か

に
し
て

い
る
。
こ
こ
で

は
そ
れ
を
詳
述

スクｙドラパと応対逆
－ｒ

ａ
４



す

る

こ

と

は

で

き

な

い
が

、

真

の

絶

対

は
絶

対

の

無
で

あ

り

、

そ
れ

は

た

だ

自

己

を

否

定

す

る

こ

と

に
よ

っ
て

自

己

に
対

し

、
自

己

を
否

定
す

る
こ

と

に

よ

っ
て

自

己

を

肯

定

す

る
。

し

か

る

に
、

絶

対

が
自

己

を
否

定

す

る
と

は
自

己

を

相

対

化

す

る

こ

と

で

あ

り

、

相

対

化

さ

れ

た
自

己

す

な

わ

ち
個

に
対

す

る

こ

と

で

あ

る
。

こ

れ

を
西

田

は

「
神

は
自

己

否

定

的

に

逆
対

応
的

に
個

に

対
す
る
」
（
Ｘ
Ｉ
・
３
９
８
）
と
い
う
。
同
様
に
、
相
対
的
自
己
は
直
接
に
は
絶
対

に

対

す

る

こ

と

は

で

ぎ

ず

、

た

だ

自

己

を

否

定

す

る
こ

と

を
媒

介

に
し

て

絶

対

に

対

す

る

。

し

か

る

に

、

自

己

を

否

定

す

る
こ

と

は
自

己

を

無

に
す

る
こ

と

で

あ

り

、

自

己

に

死

す

る

こ

と

で

あ

ろ

う

。

し

た

が

っ
て

、

西

田

は

、

「
自
己
は
唯
、
死
に
よ
っ
て
の
み
、
逆
対
応
的
に
神
に
接
す
る
」
（
Ｘ
Ｉ
・
３
９
６
）

と

い

う

。

こ

の

よ

う

に

、
神

は

自
己

否

定
的

に

個

に

接

し

、

個

は

自

己

否

定

的

に

神

に
接

す

る
。

し

た
が

っ
て
、

超

越

は
内

在

で

あ

り

、

内

在

は

超

越

で

あ

る

。

超

越

が
内

在

で

あ

る

と

い

う

こ

と

は

神

は

自

己

の

内

に

個

を

含

む

と

い

う

こ

と

で

あ

り

、

自
己

否

定

に

よ

っ
て
個

と

な

る

と

い
う

こ

と

で

あ

る
。

そ

れ

が

神

の

「
受

肉

」

で

あ

り

、
仏

の

「
本
願

」

で

あ

る
。

ま

た
、

内

在

が

超

越

で

あ

る
と

い

う

こ

と

は

個

が
内

在

的

に

神

を

含

む

と

い
う

こ

と

で

あ

る

。

自

己

の

奥

に

自
己

を

超

越

す

る
も

の

を
見

る

、

し

か

も

そ

れ

が

自

己

と

別

の

物

で

は
な

い

と

い

う

こ

と

で

あ

る

。
「
見

性

」

や

「
回

心
」

や

「
再

生

」

は

自

己

の

か

よ

う

な

自

覚

を
表

現

し

て

い

る
。

こ

の

よ

う

な

宗

教

的

関

係

は

、

神

や

人

を

実

体

的

・
対

象

的

に
考

え

る
考

え

方

で

は

理

解

で

き

な

い

。
両

者

を

絶

対

無

の

場
所

の

等
根

源

的
で

異

方

向

的

な

二

つ

の

契

機

と

考

え

る

と
き

に

初

め

て

理

解

さ

れ

る

。

西

田

が

、
「
宗

教

は

、

哲

学

的

に

は

唯

、
場

所

的

論

理

に
よ
っ
て
の
み
把
握
せ
ら
れ
る
」
（
Ｘ
Ｉ
・
４
２
５
）
と
い
う
ゆ
え
ん
で
あ
ろ
う
。

以
上

の

よ

う

に

、

西

田

は
神

と
人

と

の

逆
対

応

的

・

絶

対
矛

盾

的
自

己

同

一
的
関
係
を
強
調
す
る
。
そ
し
て
こ
の
点
で
、
宗
教
的
関
係
を
パ
ラ
ド
ッ
ク

ス

と

し

て

と

ら

え

た

キ

ル

ケ

ゴ

ー

ル

の

考

え
と

結

び
つ

く

。

実
際

、
西

田

は

彼

の

「
宗

教

論

」

で

、

キ

ル

ケ
ゴ

ー

ル

の

『
恐

れ

と

お

の

の
き

』

を
再

度

取

り

あ

げ

て

い

る

。

キ

ル

ケ
ゴ

ー

ル

は
同

書

に

お

い
て

、

ア

ブ

ラ

ハ

ム
に

お
け

る
信
仰
の
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
の
心
理
的
解
明
を
お
こ
な
っ
た
。
彼
に
よ
れ
ば
、

ア

ブ

ラ

ハ

ム
の

行

為

に

は
彼

の

心

の
二

重

の
運

動

が

見

ら

れ

る
。

一

つ

は

イ

サ

ク
を

神

に

献
げ

る
と

い

う
諦

め

の
運

動

で

あ

り

、

一

つ

は
背

理

的

な

力

に

よ

っ
て

再

び

イ

サ

ク
を

与

え

ら

れ

る

だ

ろ

う

と

い

う

信

仰

の

運

動

で

あ

る
。

そ

し
て

か

よ
う

な

二
重

の
運

動

の

な

か

に
ま

さ

し

く
信

仰

の

パ
ラ

ド

ッ

ク

ス

が

あ

る
。

ま

た
、

ア

ブ

ラ

ハ

ム
の

行

為

に

は

「
倫

理

的

な

も
の

の

目

的

論

的

停
止
」
へ
Ｋ
.
Ｗ
.
,
　
Ｖ
Ｉ
．
　
ｐ
.
６
６
）
が
含
ま
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
個
別
者
が
個
別

者

と

な

る

た

め

に
普

遍

的

な
も

の
を

犠

牲

に
し

な

け

れ

ば

な
ら

な

い
と

い

う

こ

と
で

あ

り

、

い

い

か
え

れ
ば

、
個

別

者

は
普

遍

的

な

も

の

よ
り

も

高

く

あ

る

と

い

う

こ
と

で

あ

る
。

こ

う
し

て

個

別

者

は

普

遍

的

な

も

の
の

媒

介

な

く

し

て
直

接

に
絶

対

者

と

絶

対

的

な

関

係

に
立

つ
。

そ

れ

は

ま

さ

に
倫

理

と

宗

教

、
理

性

と

信

仰

の
間

の

パ

ラ

ド

ッ

ク

ス
を

表

示

し

て

い

る
。

西

田

は

キ

ル

ケ

ゴ

ー

ル

の

『
恐

れ

と

お
の

の

き

』

の
内

に
宗

教

的

事

実

に

つ

い
て

の
深

い
分

析

を

見

て

い

る
。

宗

教

は
絶

対

者

に

対
す

る
個

人

の

絶

対

的

関

係

で

あ

る
の

に
対

し

て

、

倫

理

は

一
般

者

に

対
す

る

相
対

的

関

係

で

あ



る
。
し
た
が

っ
て
、
前
者

に
お
い
て

は
個
人

の
行
為

の
善
悪

が
問
題
に
な
る

の
に
対
し
て
、
後
者

に
お
い
て

は
自
己

と
い
う
存
在

そ
の
も
の
が
問
題
と
な

る
。
し
た
が

っ
て
、
信

仰
に
お
い
て

は
人
間

が
自
己

の
決
断
で

も

っ
て
神
の

決
断

に
聴
従
す

る
。

そ
れ
は
倫
理
的
善
悪

の
問
題
で

は
な
く
、
人
間
が
自
己

を
脱
し
て
神

に
帰
す

る
こ
と
で

あ
り

、
神
の
創
造
の
事

実
に
接
す
る
こ
と
で

あ
る
。
こ
の
点
を
、

キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の

『
恐
れ

と
お
の
の
き
』
は
よ
く
示

し

て

い
る
と

い
う

の
で
あ

る
。

ま

た
、
西
田

は
「
宗

教
論
」

に
お
い
て
真
の
神
と

は
い
か
な
る
神
で
あ
る

か
を
論
じ
て

い
る
。
西

田
に
よ
れ
ば
、
単
に
超

越
的
な
神
、
最
高
善
的
な
神

は
ま
だ
抽
象
的
な
神
で

あ
る
。
真
の
神

は
自
己

の
内

に
絶
対

の
否
定
を
含
む

神
で
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

そ
れ
は
審

く
神
で

は
な
く

愛
の
神
で
あ
る
。
悪

逆
無
道
を
救
う
神

に
し
て
真

に
絶
対

の
神
で

あ
る
と
い
え
る
。
神
が
絶
対
否

定
を
含
む
と

い
う
こ

と
は
自

己
を
悪

魔
的
に
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
悪

魔

的
な
も
の

を
も
救

う
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
自
己
否
定
的
な

神
こ
そ
真

の
神
で

あ
る
。
キ
ル

ケ
ゴ
ー
ル

は
瞬
間

に
お
け

る
永

遠
の
現
示

、

神
の
受

肉
の
な
か
に
絶
対
の

パ
ラ
ド

ッ
ク
ス
と
絶
対
の
愛
を
見

た
。
西
田

は

「
善
人
な

お
も
て

往
生
を
遂
ぐ
、

い
わ
ん
や
悪

人
を
や
」

と
い
う
親

鸞

の
言

葉

の
内

に
逆
対
応
と

仏
の
無
限
の
慈
悲
を
見
て

い
る
。
そ
し
て
こ

の
愛
や
慈

悲
は
一
種

の
当
為

的
性
格
を
も

っ
て

お
り
、
そ
こ
に
神
や
仏
の
絶
対
的
自
己

否

定
を
見

る
。

こ
の
点
で

、
西
田

の
主
張

は
キ
ル

ケ
ゴ

ー
ル

の

『
愛
の

わ

ざ
』

の
第
一
部
の
所

説
と
符
合
し
て

い
る
。

人
間
と
神
と
の
間
の
宗
教
的
関
係
を
表
示
す

る
言
葉

は
、
キ
ル

ケ
ゴ
ー
ル

に
お
い
て
は

パ
ラ

ド
ッ
ク
ス
で
あ
り
、
西
田

に
お
い
て

は
逆
対
応
で
あ
っ
た
。

パ
ラ
ド

ッ
ク
ス
も
逆
対
応
も
宗
教
的
関
係

に
お
け

る
背
理
あ
る

い
は
矛
盾
を

表
現
し
て

い
る
点
で

は
一
致
し
て

い
る
。
宗
教
的
関
係

に
お
い
て

は
超
越
的

な
も
の
は
内
在
的
で
あ
り
、
内
在
的
な
も
の
は
超
越
的
で

あ
る
。
超
越
的
な

も
の
が
内
在
的
で
あ
り
、
内
在
的
な
も

の
が
超
越
的
で
あ

る
と

い
う
の
は
背

理
で
あ
り
矛
盾
で
あ
ろ
う
。
け
れ
ど
も

、
そ
れ

は
厳
然

た
る
宗
教
的
事
実
で

あ
る
。
神
は
自
己
を
否
定
し
て
人
間
と

な
り
、
人
間
は
自
己
を
否
定
し
て

神

と
接
す
る
。
し
た
が

っ
て
、
神
は
超

越
的
で
あ

る
と
同
時

に
内
在
的
で
あ
り

、

人
間
は
内
在
的
で
あ
る
と
同
時
に
超
越
的
で
あ

る
。
キ

ル
ケ
ゴ
ー
ル
も
西

田

も
こ
の
根
源
的
事
実

を
強
調
す
る
。
西

田
が
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
に
共
感
し
た
の

は
、

キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
が
こ

の
事
実
、
す

な
わ
ち
自
己
成

立
の
根
底

に
あ
る
矛

盾
を
深
く
反
省
し
分
析
し
た
か
ら
で
あ
っ
た
。
し
か
る
に
、
こ
の
よ
う
な
根

源

的
事
実

は
ヘ
ー
ゲ
ル
的
な
過
程
的
弁
証
法
で

は
と
ら
え

ら
れ
な
い
。
そ
こ

に
は
、

わ
れ
わ
れ

の
側
の
自
覚
す
な
わ
ち
質
的

飛
躍
が
要

求
さ
れ

る
。
量
的

弁
証
法

に
対
す

る
質

的
弁
証
法
、
過
程
的
弁
証
法

に
対
す

る
場
所

的
弁
証
法

が
説

か
れ

る
ゆ
え

ん
で

あ
る
。
両
者
に
と

っ
て

弁
証
法

は
絶
対
者

の
自
己
展

開

の
過
程
で

は
な

く
、
人
間

の
実
存
的
自
覚
の
運
動

に
他
な
ら
な

か
っ
た
。

超
越
的

な
も

の
が
内

在
的
で
あ
り
、
内
在
的

な
も
の

が
超
越
的
で
あ
る
と

い
う
根
源

的
事
実

は
神

と
個
と
の
等
根
源
的
な
両
極
性

、
相
互

の
自
己
否

定

スクｙドラパと応対逆７４



性

、
絶
対

矛
盾
的
自
己
同
一
性
を
あ
ら

わ
し
て

い
る
。
し

か
し

な
が
ら
、
同

じ

く
超
越
即
内
在
、
内
在
即
超
越
と

い
っ
て
も

、
そ
の
超
越
を
ど
の
方
向
に

考

え
る
か

に
よ

っ
て
超
越
者
の
性
格

が
違
っ
て

く
る
。

キ
ル

ケ
ゴ
ー
ル
は
超

越
を
自
己

に
と

っ
て
外
的
・
上
昇

的
方

向
に
考
え
た
。

こ
れ
に
対

し
て
、
西

田
は
逆

に
内
的
・
基
底
的
方
向

に
考
え

て
い
る
。
か
よ
う
な
差
異
は
お
そ
ら

く

キ
リ

ス
ト
教
的
伝
統
と
仏
教

的
伝
統
の
差
異
に
対
応
し
て
い
る
と

い
え
る
。

神

（
仏
）
を
外
的
な
超
越
者

（
超
越
的
内
在
）
と
考
え

る
場
合
、
神
は
自
己

に
と

っ
て
対
象
的

に
考
え
ら
れ

、
結
局

の
と
こ
ろ
神
と
人
と
の
対
立
は
解
消

さ
れ
な

い
。
し
た
が

っ
て

、
そ
の
場

合
、
神

は
人
で

あ
る

と
は

い
え

て
も
、

人

は
神
で
あ

る
と
は

い
え

な

い
。

こ
れ

に
対

し
て
、
神

を
内

的

な
超

越
者

（
内

在
的
超
越
）
と
考
え
る
場

合
、
神

は
自
己
の
根
底
に
考
え

ら
れ
て
お
り
、

そ
の
究
極

に
お

い
て

は
神
と

人
間
と

の
対
立

は
解
消
さ
れ

る
。
な

ぜ
な
ら
、

そ

の
場

合
、
人
間

は
自
己

を
否

定
し
て

神
に
な
る
の
で

は
な
く
、
自
己
を
否

定
し
て
真

の
自
己

に
帰
還

す
る
か
ら
で

あ
る
。
し
た
が

っ
て
、
そ
こ
で

は
神

と

人
と
は
相
互

に
可

逆
的
で

あ
る
。

キ
ル

ケ
ゴ
ー
ル
に
と

っ
て

重
要

な
の

は
人

が
神
と
な

る
こ
と
で

は
な
く

、

主
体
的
情
熱
に
よ
っ
て

キ
リ
ス
ト
と
同
時
性

に
お

い
て
生
き
る
こ
と
で
あ

る
。

キ
リ
ス
ト
は
個
人
に
と

っ
て
範
例
で
あ
る
。
こ
れ

に
対
し
て
、
西
田

に
と

っ

て

重
要

な
の
は
人
が
神
の
創
造
的
事
実

に
触
れ
る
こ
と
で
あ
り
、
ま

た
そ

の

創
造
的
射
影
点
と
な
る
こ
と
で
あ
る
。

キ
ル

ケ
ゴ
ー
ル

に
お

い
て

は
神

か
ら

人
へ
い
た
る
道
は
あ

っ
て
も
、
人
か
ら
神
へ

い
た
る
道

は
な

い
。
し

か
る
に
、

西

田
に
と

っ
て
は
神
か
ら
人
へ

の
道
は
同
時

に
人

か
ら
神

へ
の
道
で

あ

る
。

そ

れ

で

、

西

田

は

、
「

創
造

者

と

し

て

の

神

あ

っ
て

創

造

物

と

し

て

の

世

界

あ
り
、
逆
に
創
造
物
と
し
て
の
世
界
あ
っ
て
神
が
あ
る
」
（
Ｘ
Ｉ
・
３
９
８
）
と
い

う
。

そ

し

て

絶

対

無

の
場

所

は
自

己

自

身

絶

対

無
で

あ

る

が

ゆ
え

に
、

自

己

否

定

的

に
こ

の

二

つ

の

立

場

を
包

摂

し

え

る
と

考

え

た
。

な

ぜ
な

ら

、
絶

対

無

は

た
だ

自

己

を

否

定

す

る

こ
と

に
よ

っ
て

の

み
自

己

を

表
現

す

る
も

の

で

あ

り
、

そ

し

て

そ

の
自

己

否

定
態

が

他

な

ら

ぬ

個

物

で

あ

る

か
ら

、
絶

対

無

は

そ

の
個

物

を

自

己

の
内

に

包

む
と

同

時

に
、

そ

の

個
物

に

自
己

を
対

置

す

る

こ
と

が

で

き

る
。

か

く

し

て

、
西

田

は
仏

教

と

キ

リ

ス

ト

教

（

キ

ル

ケ

ゴ

ー

ル
）

を

同

時

に
場

所

的

論

理

に
包

摂

し

う

る

と

考

え

た

。

彼
が

絶

対

無

を

同

時

に
絶

対

有

と

い

い

、
神

と
も

仏

と

も

、

ま

た

超

越

的

一
者

と

も

い
う

ゆ

え

ん
で

あ

る
。

最

後

に
、

キ

ル

ケ

ゴ

ー

ル
が

『
哲

学

的

断

片

へ

の
後

書

き

』

で

述

べ
て

い

る
宗

教

性

Ａ

と

宗

教

性

Ｂ

の
区

別

に
関

し

て

い

え

ば
、

西

田

の
宗

教

観

は

そ

の

い
ず

れ

で

も

な

い
と

い

わ

な
け

れ

ば

な

ら

な

い

。

す

な

わ

ち
内

在

的

・
汎

神

論
的

な
宗

教

で

も

な
け

れ

ば

、

超

越

的

・
有

神

論

的

な

宗

教

で

も

な

い
。

む

し

ろ
そ

れ

は
内

在
即

超

越

、

超

越
即

内

在

的

な

宗

教

で

あ

っ
て

、
西

田

自

身

は

、
自

分

の
立

場

は

万

有

内

在

神
論

（
ｐ
ａ
ｎ
ｅ
ｎ
ｔ
ｈ
ｅ
ｉｓ
m
）

に

も

っ
と

も

近

い

、
と

い

っ
て

い

る

。

そ

し

て

か

よ

う

な

万

有

内

在

神

論

的

な

立

場

か

ら

、

西

田

は
宗

教
性

Ａ

と
宗

教

性

Ｂ

を

と
も

に
自

己

の

内

に

包

摂

し

よ

う

と
し

た

の

だ
と

い

え

る
で

あ

ろ

う

。

ま

た

、

か

よ

う
な

意

味

で

、

場

所

の

論

理

は

あ

ら

ゆ

る
宗

教
を

基

礎

づ
け

る

論

理

で
あ

っ

た
の

で

あ

る

。

（
こ

さ

か

・

く

に

つ
ぐ

、
近

世

思

想

史

、

日

本

大

学

教

授

）
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