
〈
研

究

論

文
1
5
〉

〈
常

に

・
す
で

に
〉

と

〈
逆
対

応
〉

―
―
宗
教
体
験
の
モ
デ
ル
化
を
め
ぐ
っ
て
―
―

一
　

宗

教

哲

学

か

ら

自

己

の

モ

デ

ル

へ

近

・
現
代

に
お
い
て
隆
盛
を
き
わ
め
た
比
較
思
想
・
宗
教
研
究

は
、
人
間

の
根
源

的
な
可

能
性
と
し
て

の
絶
対
者
（
神
・
仏
）
の
体
験

に
つ

い
て
、
東

西

の
諸
宗
教
を
参
照
し
な
が
ら
も
、
い
ず
れ
の
宗
教
・
宗
派

に
も
優
位

を
与

え
る
こ
と
な
く
、
さ
ま
ざ
ま
な
モ
デ
ル
化
を
試
み
て
き
た
と
言
え

よ
う
。

そ

れ
は
あ
く
ま
で
理
論
モ
デ

ル
で
あ
り
、
個

々
の
宗
教
な

い
し
宗
派

に
お
け

る

体
験
そ
の
も
の
と

は
異
な

る
も

の
と
言
え

る
で
あ
ろ

う
が
、

そ
う
し
た
個
別

の
事
象
に
囚

れ
ず
に
、
普
遍
的

な
人
間
存
在
の
構
造
と

い
う
立
脚

点
か
ら
宗

教
体
験
を
理
解
す
る
こ
と
を
可
能

に
し
て
き
た

の
で
あ

る
。
特
に
一
九
六
〇

年
代
以

降
は
、
宗
教
間
対
話
と

い
う
欧
米
を
中
心
と
し

た

ム
ー
ヴ

メ
ン
ト
に

お
い
て
、
他
宗
教
へ
の
理
解
と
、
社
会
問
題

に
対
す

る
宗
教
間
の
協
力

に
よ

る
取
り
組
み
と

い
う
側
面

か
ら
、
諸
宗
教

の
対
話
が

促
進
さ
れ
て
き
た
。

甲
　

田
　
　
　

烈

こ

の

よ

う

な

宗

教

間

対

話

の

理

論

的

達

成

と

し

て

、

宗

教

多

元

主

義

〈
Ｒ
ｅ
ｌ
ｉ
ｇ
ｉ
ｏ
ｕ
ｓ
　
P
l
u
r
a
l
i
s
m
)
の
諸
類
型
が
挙
げ
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
そ
の
場
合
、

宗

教

多

元

主

義

は
、

個

別

の

宗

教
現

象

を
超

え

て

宗

教

の
本

質

に

迫

ろ

う
と

す

る
宗

教

哲

学

の

観
念

的

思

弁

性

を

、

個
別

の
宗

教

現

象

を

い

か
に

捉

え

る

か
と

い
う

具

体

性

に

よ

っ
て

制

約

す

る

理
論

装

置

と

し

て

特

徴

づ

け

る

こ
と

が

で

き

る

の

で
あ

る
。

し

か
し

な

が

ら

、
宗

教

多

元

主

義

に

お

い
て

対

話

の

課

題

と

さ

れ

る

の

は

。
主

に
仏

教

、

キ
リ

ス

ト

教
、

イ

ス

ラ

ー

ム
な

ど

と

い

う

個

別

宗

教

の

真

理

性
と

、

そ

の
通

約

可

能
性

（
あ

る

い

は
不

可

能

性

）
で

あ

り

、
人

間

の

事

柄

と
し

て

の
宗

教

を

、

そ

の

人
間

の
基

本

的

存
在

構

造

か

ら

ど

の

よ

う

に

把

握

し
て

い
く

か
と

い
う

観

点

か

ら

の

論
及

は

、

ほ
と

ん
ど

為

さ

れ

て

い

な

い
よ

う

に
思

わ
れ

る

の
で

あ

る

。

た

だ
し

、
「
人

間

の

基

本

的

存

在

構

造

」

と

い

っ
て

も

、

何

を
人

間

の

基

本

的

特

質

と

し

て

考

え

る

か

に
よ

っ
て

、

さ

ま

ざ

ま

な

方

向

で

の
理

論

構

築

〈逆 対 応 〉と〈常に・すでに〉171



が

考

え

ら

れ

る

。

そ

の

一

つ

の

観

点

と

し

て

、

宗

教

を

人

間

の

「

心

理

構

造

」

と

い

う

側

面

か

ら

考

え

る

こ

と

も

可

能

な

の

で

は

な

い

だ

ろ

う

か

。

実

際

、

一

九

六

〇

年

代

か

ら

の

宗

教

間

対

話

と

ほ

ぼ

並

行

す

る

形

で

、

ア

メ

リ

カ

に

お

い

て

ト

ラ

ン

ス

パ

ー

ソ

ナ

ル

心

理

学

（
Ｔ
ｒ
ａ
ｎ
ｓ
ｐ
ｅ
ｒ
ｓ
ｏ
ｎ
ａ
ｌ
　
Ｐ
ｓ
ｙ
ｃ
ｈ
ｏ
ｌ
-

ｏ
g
y
）
と
い
う
深
層
心
理
学
の
潮
流
が
展
開
さ
れ
、
そ
の
諸
理
論
を
通
底
す

る

基

本

的

視

座

と

し

て

は

、

①

人

間

の

成

長

は

、

自

我

の

確

立

や

自

己

実

現

の

段

階

で

終

わ

る

の

で

は

な

く

、

自

己

超

越

の

段

階

に

到

達

で

き

る

こ

と

、

②

人

間

の

心

は

構

造

的

に

そ

う

し

た

成

長

の

可

能

性

を

持

っ

て

い

る

こ

と

、

③

そ

の

成

長

は

適

切

な

方

法

の

実

践

に

よ

っ

て

促

進

で

き

る

と

い

う

と

い

う

こ

と

か

ら

、

西

洋

心

理

学

と

東

西

の

神

秘

主

義

と

の

統

合

が

目

指

さ

れ

て

い

る

の

で

あ

る

。

そ

れ

で

は

、

我

が

国

に

お

け

る

、

こ

の

よ

う

な

人

間

の

心

理

構

造

と

い

う

観

点

か

ら

の

宗

教

体

験

の

理

解

の

試

み

に

は

、

い

か

な

る

も

の

が

あ

っ

た

の

で

あ

ろ

う

か

。

明

治

時

代

に

哲

学

者

の

井

上

円

了

を

中

心

に

し

て

、

仏

教

を

基

盤

と

し

た

心

理

療

法

の

理

論

化

が

為

さ

れ

て

い

る

が

、

こ

の

方

向

は

森

田

療

法

や

吉

本

内

観

に

継

承

さ

れ

、

ま

た

坐

禅

時

の

脳

波

研

究

な

ど

、

新

た

な

試

み

も

な

さ

れ

た

も

の

の

、

人

間

心

理

と

宗

教

の

本

質

的

関

わ

り

に

つ

い

て

の

理

論

的

探

究

は

、

深

め

ら

れ

て

い

な

い

と

言

え

よ

う

。

ま

た

、

戦

前

か

ら

戦

後

に

か
け

て

、

日

本

の

宗

教

哲

学

の

主

軸

を

担

っ

た

京

都

学

派

の

哲

学

者

た

ち

に

お

い

て

は

、

①

人

間

の

事

柄

と

し

て

宗

教

を

捉

え

て

い

る

こ

と

、

②

信

条

や

教

義

を

超

え

た

直

接

経

験

の

次

元

か

ら

の

宗

教

把

握

、

③

社

会

的

・

文

化

的

に

制

度

化

さ

れ

た

宗

教

へ

の

批

判

と

い

う

三

つ

の

契

機

に

お

い

て

、

深

層

心
理

学

の
宗

教

理
解

と

共

通
点

を

認

め

る

こ
と

が

で

き

る
。

し

か
し

、

京

都

学

派

の

哲

学

か

ら

の

心

理
学

批

判

と

、

深

層

心
理

学

が

も

っ
ば

ら

禅

と

の

対

話

と

い
う

形

式

を

望

ん
で

き

た
こ

と

か

ら

、

こ
れ

ま
で

深

層

心

理

学

と

京

都

学

派

の

哲

学

に

お

い
て

、

有

意

義

な

対

話

は
為

さ

れ

て

い
な

い

と

考

え

ら

れ

る
。

本

稿

で

は

、

ト
ラ

ン

ス

パ

ー
ソ

ナ
ル

心

理
学

の
初

期

の

理

論

構

築

に

大
き

く
貢
献
し
た
ケ
ン
ー
ウ
ィ
ル
バ
ー
（
Ｋ
ｅ
ｎ
　
Ｗ
ｉ
ｌ
ｂ
ｅ
ｒ
，
　
１
９
４
９
-
)
に
お
け
る

〈
常

に

・

す

で

に

〉
（
Ａ
ｌ
wａ
ｙ
ｓ
-
Ａ
ｌｒ
ｅ
ａ
ｄ
ｙ
）

と

い

う

概

念

と

、

京

都

学

派

の

創

始

者

で

あ

る
西

田

幾

多

郎

（
１
８
７
０
-
１
９
４
５
）

に

お
け

る

〈
逆

対

応

〉

の
概

念

の
比

較

を
手

が

か

り

に

し

な

が

ら

、
人

間

の

基

本

的

存
在

構

造

と

い

う
観

点

か

ら

、
宗

教

体
験

を

理

解
す

る

た

め
の

モ
デ

ル
化

の

糸
口

を
探

り

た

い
と

思

う

。

ウ

ィ

ル

バ

ー
と

西

田

は
時

代

的

に
も

隔

た

っ
て

お
り

、

両

者

の

影

響

関
係

は
皆

無

で

あ

る
。

し

か
し

両
者

は

特

定

の

宗
教

に
優

位

を

与

え

る
こ

と

な
く

、

人

間

の

自

己

が

基

本

的

に
逆

説

的

構

造

を
有

し

て

い

る
と

い
う

観

点

か
ら

、

宗

教

体

験

の

意

味

を

捉

え
よ

う

と

試

み

て

い

る

点

に

お

い
て

、

通

底

し

て

い

る

と

考

え

ら

れ

る

の

で

あ

る
。

以

下

の

論

述

に

お

い

て

は
、

ま

ず

ウ

ィ

ル
バ

ー

の

宗

教

体

験

論

を

取

り

上

げ

、

そ

れ
が

自

己

の

逆

説

的

構

造

に

基

づ

い

た
も

の

で

あ

る

こ
と

を

明

ら

か

に
す

る
。

そ

し

て

、

西

田

哲

学

に
お

け

る
逆

対

応

の

概

念

に

お

い
て

、

や

は

り

自
己

の
逆

説

的

構

造

が

宗

教

体

験

の

基

盤

と

な

る

こ

と

に

つ
い

て

指

摘

し

、

両
者

に
共

通

す

る

逆

説

的

に

構

造

化

さ

れ

て

い

る

も

の

と

し

て

の

自

己

概

念

に

つ

い
て

、

提

示

す

る
こ

と

に

し

た

い

。
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二
　

逆

説

的

モ

デ

ル

（

Ｐ
ａ
ｒ
ａ

ｄ
ｏ
ｘ

ｉｃ
ａ

ｌ
　
ｍ

ｏ

ｄ
ｅ

ｌ
）

と

し

て

の

〈

常

に

・

す

で

に

〉

ケ

ン

・

ウ

ィ

ル

バ

ー

は

初

期

の

著

作

で

あ

る

『

意

識

の

ス

ペ

ク

ト

ル

』

（
Ｔ
ｈ
ｅ
　
Ｓ
ｐ
ｅ
ｃ
ｔ
ｒ
ｕ
m
　
ｏ
ｆ
　
Ｃ
ｏ
ｎ
ｓ
ｃ
ｉ
ｏ
ｕ
ｓ
ｎ
ｅ
ｓ
ｓ
，
　
１
９
７
７
)
に
お
い
て
、
人
間
の
意
識

を

一

つ

の

ス

ペ

ク

ト

ル

と

し

て

理

解

し

よ

う

と

し

て

い

る

。

そ

れ

は

原

子

核

の

八

重

項

模

型

、

酸

素

の

動

力

学

の

ミ

（

エ

ル

・

メ

ン

テ

ン

の

模

型

、

あ

る

い

は

視

紅

の

光

異

性

化

に

基

づ

く

視

覚

的

興

奮

の

模

型

な

ど

と

同

様

に

、

コ

ミ

ュ

ニ

ケ

ー

シ

ョ

ン

と

研

究

の

た

め

に

為

さ

れ

る

一

つ

の

科

学

的

モ

デ

ル

化

で

あ

り

、

実

際

に

意

識

が

ス

ペ

ク

ト

ル

を

形

成

し

て

い

る

こ

と

を

意

味

し

て

は

い

な

い

。

そ

し

て

、

精

神

分

析

、

瑜

伽

行

派

仏

教

、

ユ

ン

グ

の

分

析

心

理

学

、

ヴ

ェ

ー

ダ

ー

ソ

タ

学

派

、

ゲ

シ

ュ

タ

ル

ト

・

セ

ラ

ピ

ー

、

金

剛

乗

、

サ

イ

コ

シ

ン

セ

シ

ス

な

ど

、

西

洋

の

心

理

学

に

限

ら

ず

、

東

洋

の

諸

宗

教

に

お

い

て

も

展

開

さ

れ

て

い

る

人

間

の

意

識

水

準

に

対

す

る

理

解

の

中

か

ら

、

確

認

の

簡

便

さ

と

容

易

さ

に

主

眼

を

お

い

て

自

我

、

実

存

そ

し

て

こ

こ

ろ

の

水

準
（
ｔ
ｈ
ｅ
　
L
ｅ
ｖ
ｅ
ｌ
ｓ
　
ｏ
ｆ
　
Ｍ
ｉ
ｎ
ｄ
）
と
い
う
三
つ
の
主
要
な
帯
域
と
、
超
個
、

生

物

社

会

的

、

哲

学

的

、

影

の

水

準

と

い

う

、

四

つ

の

複

次

的

な

帯

域

か

ら

構

成

さ

れ

る

も

の

と

し

て

、

ス

ペ

ク

ト

ル

・

モ

デ

ル

を

提

示

す

る

の

で

あ

る

。

こ

の

意

識

の

ス

ペ

ク

ト

ル

・

モ

デ

ル

は

、

心

理

学

に

お

い

て

認

め

ら

れ

る

モ

デ

ル

の

実

体

化

を

明

確

に

拒

絶

す

る

と

同

時

に

、

東

西

の

諸

宗

教

に

お

い

て

示

さ

れ

て

き

た

宗

教

体

験

の

諸

様

態

を

、

あ

る

一

つ

の

あ

り

う

べ

き

意

識

水

準

か

ら

の

認

識

と

し

て

、

包

括

的

に

理

解

す

る

た

め

の

道

を

開

い

て

い

る

と

言

え

る

で

あ

ろ

う

。

し

か

し

、

特

に

東

洋

の

宗

教

伝

統

が

示

す

体

験

領

域

を

こ

こ

ろ

の

水

準

と

し

て

概

念

化

し

た

こ

と

に

よ

り

、

ウ

ィ

ル

バ

ー

理

論

は

あ

る

困

難

を

抱

え

る

こ

と

に

な

る

。

こ

こ

ろ

の

水

準

の

探

究

者

た

ち

は

、

こ

の

段

階

の

み

が

唯

一

実

在

す

る

も

の

で

あ

り

、

他

に

は

い

か

な

る

意

識

水

準

も

存

在

し

な

い

と

考

え

る

か

ら

で

あ

る

（
例

え

ば

、

ヴ

ェ

ー

ダ

ー

ン

タ

学

派

に

よ

る

、

ブ

ラ

フ

マ

ン

の

み

が

唯

一

の

実

在

で

あ

り

、

他

は

幻

想

の

よ

う

な

も

の

で

あ

る

と

い

う

言

明

に

示

さ

れ

て

い

る

よ

う

に

）
。

ウ

ィ

ル

バ

ー

は

こ

の

よ

う

な

理

論

構

築

に

お

け

る

困

難

を

積

極

的

に

引

き

受

け

、

こ

こ

ろ

の

水

準

か

ら

、

通

常

の

人

間

の

意

識

水

準

が

生

成

さ

れ

る

過

程

を

「
見

か

け

上

の

進

化

」

と

し

て

述

べ

よ

う

と

し

て

い

る

。

そ

れ

は

物

理

学

者

が

一

条

の

白

色

光

か

ら

虹

を

生

み

出

す

プ

リ

ズ

ム

の

光

学

に

つ

い

て

語

る

の

と

、

同

様

の

姿

勢

で

あ

る

と

言

え

よ

う

。

ウ

ィ

ル

バ

ー

は

こ

こ

ろ

の

水

準

を

あ

ら

ゆ

る

意

識

水

準

の

基

盤

と

す

る

根

拠

に

つ

い

て

、

次

の

よ

う

に

述

べ

て

い

る

。

す

な

わ

ち

「
こ

こ

ろ

の

水

準

と

は

究

極

的

に

は

観

念

で

は

な

く

、

き

わ

め

て

直

接

的

な

体

験

（
ｉｎ
ｔ
ｉｍ
ａ
ｔｅ
　
ｅ
ｘ
ｐ
ｅ
ｒ
ｉｅ
ｎ
ｃ
ｅ
）

で

あ

る

。

そ

れ

は

あ

ま

り

に

も

身

近

な

も

の

で

あ

る

が

た

め

に

、

言

語

の

網

目

か

ら

抜

け

落

ち

て

し

ま

う

。

そ

の

よ

う

な

非

常

に

単

純

な

理

由

か

ら

、

永

遠

の

哲

学

｛
ｔ
ｈｅ

Ｐ
ｈ
ｉ
ｌｏ
ｓ
ｏ
ｐ
ｈ
ｉａ
　
Ｐ
ｅ
ｒ
ｅ
ｎ
ｎ
ｉｓ
｝

の

解

釈

に

は

、

常

に

逆

説

（
Ｐ
ａ
ｒ
ａ
ｄ
ｏ
ｘ
ｅ
ｓ
）

や

論

理

的

矛

盾

、

不

可

解

な

言

明

が

つ

き

も

の

で

、

そ

の

よ

う

な

も

の

を

い

か

に

し

て

も

避

け

る

こ

と

は

で

き

な

い

の

で

あ

る

」
。

こ

の

よ

う

に

、

こ

こ

ろ

の

水

準

は

人

間

の

意

識

に

お

け

る

逆

説

的

な

境

位

を

示

し

て

い

る

。

そ

れ

は

他

の

あ

ら

ゆ

る

意

識

水

準

の

根

底

に

あ

る

も

の

で
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あ

る

と

同

時

に
、

最

も

直

接

的

な

体

験

で

あ

る
。

宗

教
的

な

体
験

の

事
実

で

あ

る

と

同

時

に
、

日
常

の
、

あ

ま

り

に
直

接

的

な

ゆ

え

に

忘

却

さ

れ

や
す

い

意

識

水

準

な

の
で

あ

る
。

諸

宗

教

に

お

い
て

唯

一

の
実

在

と

さ
れ

て

い

る
も

の

が

ブ

ラ

フ

マ

ン
、

神

、

法

界

、

空

、

道

な

ど

、

ど

の
よ

う

に
命

名

さ
れ

て

い

よ

う

と

、

そ

れ

ら

は
世

界

が

見

る
も

の

と

見

ら

れ

る
も

の

と

に

分

断

さ
れ

な
い
、
不
二
一
元
の
こ
こ
ろ
の
状
態
（
ｓ
ｔ
ａ
ｔ
ｅ
ｓ
　
ｏ
ｆ
　
ｎ
ｏ
ｎ
ｄ
ｕ
ａ
ｌ
　
Ｍ
ｉ
ｎ
ｄ
）
を

指

し

示

し

て

い
る

。

そ

の
よ

う

な

意

識

水

準

は

見

い
だ

す

こ

と
が

困

難
な

も

の

で

は

な

く

、

魂

の

奥

底

に

あ

る

も

の

で

も

な

い
。

そ

れ

は

常

に

現

前

（
ｅ
ｖ
ｅ
ｒ
ｐ
ｒ
ｅ
ｓ
ｅ
ｎ
ｃ
ｅ
）

し

て

い
る

と

ウ

ィ

ル

バ

ー

は

考

え

る
。

前

述

し

て

き

た

よ

う

な

諸

特

質

に

よ

り

、

こ

こ

ろ

の

水

準

は
、

あ

ら

ゆ

る

時

・
場

所

に

お

い

て

常

に
顕

現

し

て

お
り

、

そ

れ

が

現

わ

れ

て

い

な

い
場

所

な

ど

ど

こ

に
も

な

い

と

言

え

る

で

あ

ろ

う
。

そ

れ

に

も

か

か
わ

ら

ず

、

こ

の

水

準

は
、

見

か
け

上

の

意

識

の

諸
水

準

の
裏

に

、

言

わ

ば

覆

わ

れ

て

い
る

の

で

あ

る

。

「
さ

て

、

こ

こ

ろ

は

あ

ら

ゆ

る

場

所

、

あ

ら

ゆ

る

時

に

遍

在

し

て

い

る

の

で

あ

る

か

ら

、
す

な

わ

ち

、

常

に

・
す

で

に
あ

る

も

の

（
ｉｔ
　
ｉｓ
　
Ａ
ｌ
wａ
ｙ
ｓ
-
Ａ
ｌ
-

ｒ
ｅ
ａ
ｄ
ｙ
）

で

あ

る

か

ら
、

そ
れ

を

見

い

だ

そ

う

と

し

た

り

、

そ

れ

に
到

達

し

よ

う

と

し

た

り

し

て

も

、

そ

の

よ

う

な

こ

と

は
不

可

能

で

あ

り

、

意

味

の

な

い
こ

と

で
あ

る

」
。

な

ぜ

な

ら

ば

、

こ

こ

ろ

の

水

準

は

、

諸

宗

教

の

伝

統

に

お

い
て

熱

心

に

探
究

さ

れ

て
き

た
も

の

で
あ

る

と
同

時

に

、

こ

こ

ろ

の

水
準

以

外

、

他
物

は
実

在

し

な

い
以

上

、

人

間

の
意

識

は
す

で

に

そ

れ

で

あ

る

こ

と

に
な

る

か

ら

で
あ

る

。
「
こ

の

よ

う

に
、

わ

れ

わ

れ

が

そ

れ

を

認

識

す

る

と
否

と
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
を
求

め
る
否
と

に
関
せ
ず
、
そ
れ
を
気

に
す

る
、
し
な
い
に
は
拘
泥
す
る
こ
と
な
く
、
そ
れ
を
理
解
す
る
か
し
な
い
か
に

関

係
な
く
、
わ
れ
わ
れ
は
そ
れ
な
の
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
に
も
常
に
そ
う
で

あ
っ
た
し
、
こ
れ
か
ら
も
常

に
そ
う
な
の
で
あ
る
」
。

こ

の
よ
う
に
、
ウ
ィ
ル
バ
ー
に
よ
れ
ば
宗
教
体
験
は
こ
こ
ろ

の
水
準
の
境

位

に
お
い
て

自
覚
さ
れ
る
も

の
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
こ

こ
ろ

の
水
準

は
、
他
の
あ
ら
ゆ

る
意
識
水
準
が
生
成
さ
れ
る
場

そ
の
も
の
で

あ
り
、

そ
れ

に
比
し
て

、
他

の
諸
水
準
は
幻
想
的
な
も
の
で
あ

る
。
こ
こ
ろ

の
水
準

は
人
間

の
意
識

水
準

に
お
け
る
、
最
も
根
底
的
な
様
態
で
あ
る
と
同

時
に
、
そ
の
日
常
的
な
意
識
そ
の
も
の
な
の
で

あ
る
。
こ

の
よ
う
な
意
味
に

お
い
て
、
こ
こ
ろ
の
水
準
は
常
に
・
す
で

に
あ
る
も

の
と
し
て
提
示

す
る
こ

と
が
で

き
る
。
最
も
深
い
も
の
が
最
も
表
面

に
あ

る
と

い
う
こ
と
、
こ
の
こ

と
は
そ
れ
自
体
、
逆
説
的
な
事
態
で
あ

る
が
、

か
か
る
存
在
の
あ
り
か
た
こ

そ
が
人
間
の
意
識
の
基
本
的
存
在
構
造
で

あ
り
、
諸
宗
教

に
お
い
て
絶
対
者

の
直
接
的
体
験
と
し
て
語
ら
れ
て
き

た
こ

と
は
、
こ
の
逆
説
を
存
在
論
的
な

条
件
と
し
て

い
る
と
い
う
こ
と
を
、
ウ
ィ
ル
バ
ー
は
述
べ
て
い
る
の
で

あ
る
。

三
　

自

己

矛

盾

モ

デ

ル
と

し

て

の
逆

対

応

ウ
ィ
ル
バ
ー
が
意
識
の
諸
水
準
と

い
う
観
点

か
ら
、
逆
説
的
な
意
識
構
造

そ
の
も

の
を
照
射
し
た
の
に
対
し
て
、
西
田

は
最
晩
年
の
論
文
で

あ
る
「
場

所

的
論
理
と
宗
教
的
世
界
観
」

に
お
い
て
、
「
自
己
が
自

己
を
知
る
」
と

い

う
こ
と

が
は
ら
む
矛
盾
に
基
づ
い
て
、
絶
対
者
を
認
識
す
る
と
い
う
宗
教
体



験
が
可
能

に
な
る
地
平

に
つ

い
て

考
察
し
て

い
る
。
西
田

に
よ
れ
ば
、
相
対

的
な
も
の
が
絶
対
者

に
対
す

る
と
は
言
え

な
い
。
ま

た
、
対

を
絶
し

た
も

の

は
絶
対
者
と

は
言
え
な

い
。
絶
対
者

は
、
無
に
対
す

る
こ
と

に
よ

っ
て

、
真

の
絶
対
と

な
る
の
で
あ
り
、

そ
れ
は
自
己
が

自
己
矛
盾
的

に
自
己

に
対
す

る

こ
と
を
意
味
す

る
と

い
う
。

こ
の
こ
と
か
ら
、
自
己
が
絶
対

者
に
対
す

る
と

は
、

自
己

の
死
を
意
味
す

る
の
で

あ
り
、
ま

た
、
絶
対
者
が
自
己

に
対
す

る

と
は
、
絶
対
者
が
自
己

の
中

に
絶
対

的
自
己
否
定

を
含
む
と

い
う
こ
と
で

あ

る
。

こ
の
よ

う
な
、
絶
対
者

の
側
か
ら
と
自
己
の
側
か
ら

の
、
双

方
向
的
自

己
否
定
の
様
態
を
、
西
田

は
「
神

は
絶
対

の
自
己
否

定
と
し
て

、
逆
対

応
的

に
自
己
自
身

に
対
し

、
自
己

自
身

の
中
に
絶
対

的
自
己
否
定

を
含
む

も
の
な

る
が
故

に
、
自
己
自
身

に
よ

っ
て
有

る
も

の
で

あ
る
の
で
あ
り
、

絶
対

の
無

な
る
が
故

に
絶
対

の
有
で

あ
る
の
で

あ
る
」

と
表
現

し
て

い
る
。

そ
れ
で

は
、
こ

の
よ

う
な
絶
対

者
の
自
己
否

定
を
、
自

己
の
存
立
構
造
の

側
か
ら
考
え

る
と
、
ど
の
よ
う
に
捉
え
る
こ
と
が
で
き

る
の
で
あ
ろ
う
か
。

西

田
に
よ
れ
ば
、
「
自
己
が
自
己

の
働
き
を

知
る
」

と

い
う
こ
と
自

体
が
、

す
で

に
そ
の
自
己
矛

盾
的
存
在
で
あ
る
こ
と
を
証
し
て

い
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、

「
私
が
私
で

あ
る
」

と
い
う
よ

う
に
、
自
己
言
及

す
る
こ

と
は
、
主
語

的
で

あ
る
と
同
時

に
述
語

的
で

あ

り
、
「
自
己
が
自

己
の
働
き

を
知
る
」

と
い
う

こ
と
は
、
自
己

が
空
間
に
お
い
て

存
在
し
て

い
る
と
同
時
に
、
時
間
的
経
過

に
お
い
て
自
己

の
働

き
を
認
識
す
る
こ
と
だ
か
ら
で
あ
る
。
主
語
と
述
語
、

時
間

と
空
間

、
こ

の
結
合
し
難
い
も
の
が
、
自
己
に
お
い
て
結
合
し
て

い
る

事
態

を
、
「
自
己

の
自
己
矛

盾
的
存
在
」
と
言
う
こ
と
が
で

き
る
で
あ
ろ

う
。

「
我

々
の
自
己

は
、

か
か
る
自
己
矛
盾
に
於
て

自
己

存
在
を
有
つ

の
で
あ
る
。

自
己
矛
盾
的

な
れ
ば

な
る
程
、
我

々
の
自
己
は
自
己
矛
盾

を
自
覚
す
る

の
で

あ
る
。
そ
れ
は
実
に
。
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
」
な
の
で
あ
る
。

西
田

は
こ

の
よ
う
に
、
絶
対
者

の
自
己
否
定
と
自
己

の
自
己
矛
盾
的
存
立

構
造

か
ら
、

宗
教
心
の
成
立
に
つ

い
て
考
察
を
進
め
て

い
る
。
宗

教
心

は
自

己
が

絶
対
者

に
対
す

る
こ
と
で

あ
り
、
そ
の
意
味
に
お
い
て
、
自
己
が
死
を

向
か
え

る
こ
と
で
あ
る
か
ら

、
自
己

か
ら
成
立
す
る
も
の
で

は
な
い
。

そ
れ

は
自
己

成
立
の
根
源
で

あ
る
矛

盾
の
場
か
ら
、
「
神
ま
た

は
仏
の
呼
び
声
」

と
し
て

起
こ
る
の
で

あ
る
。
し

か
し
、
自
己
が
自
己
の
根
源
へ

と
自
己

を
超

え

る
こ
と
は
、
単
に
自
己
が

無
と
な
る
と
い
う
こ
と
で

は
な
く
、
自
己
が
世

界
の
表
現
と

な
る
こ
と
で

あ
る
こ
と
を
、
西
田
は
つ
け
加
え
て

い
る
。
自
己

が
真
の
自
己

と
な
る
こ
と
が
、

自
己
が
世
界
の
表
現
と

な
る
こ
と
で
あ
り
、

こ
の
よ
う
な
宗
教
体
験
の
逆
対

応
的
地
平

か
ら
、
真
の
知
識
と
道
徳
が
成

立

し
て

く
る
の
で
あ
る
。

以

上

に
よ

っ
て
、
西
田
が
自
己
の
自
己
矛
盾
的
構
造
か
ら
、
絶
対
者

と
自

己
と
の

〈
逆
対
応
〉
を
宗
教
体
験
の
成
立
す
る
場
と
し
て
捉
え
て

い
る
こ
と

が
明
ら
か
に
な

っ
た
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
で

は
、
こ
の
視
点
を
ウ
ィ
ル
バ
ー
理

論
と
比
較
し
て
み
た
と
き
、
宗
教
体
験
の
探
究

に
お
い
て

、
ど
の
よ
う
な
意

義
を
有
す
る
で
あ
ろ
う
か
。

四
　

自

己

の

逆

説

モ

デ

ル
と

宗

教

体

験

〈逆 対 応 〉と〈常 に ・す で に 〉
－

こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
ケ
ン

ー
ウ

ィ
ル
バ
ー
は
初
期
の
著

作
で
　
　
1
7
5



あ

る

『
意

識

の

ス

ペ

ク

ト

ル
』

に

お

い

て

、

人

間

の

意

識

の

最

も

根

源

的

な

水

準

で

あ

る
と

同

時

に
、

東

洋

の

諸

宗

教

に

お

い

て

絶

対

者

と

の

合

一

と

し

て

実

証

さ

れ

て

き

た

意

識

経

験

の

様

態

を

〈
常

に

・

す

で

に

〉
（
Ａ
ｌ
-

w
ａ
ｙ
ｓ
-
Ａ
ｌｒ
ｅ
ａ
ｄ
ｙ
）

と

い

う

語

に

よ

っ

て

示

し

て

い

る
。

ウ

ィ

ル

バ

ー

に

よ

れ
ば
、
意
識
の
根
源
的
水
準
で
あ
る
こ
こ
ろ
の
水
準
（
Ｌ
ｅ
ｖ
ｅ
ｌ
ｓ
　
ｏ
ｆ
　
Ｍ
ｉ
ｎ
ｄ
）

は

、

厳

密

に

は
諸

水
準

の

一

つ
で

は

な

く

、

無

限

で

全

包

括

的

な

意

識

の

通

常

の
状

態

と

い

う

こ
と

に
な

る
で

あ

ろ

う

。

そ

れ

は

明

白

で

あ
り

す

ぎ

る

た

め

に
、

気

づ

か
れ

る

こ
と

が

な

い
。

わ
れ

わ

れ

は
す

で

に

そ

れ
で

あ

り
、

常

に

そ

れ

で

あ

る

た

め

に
、

そ

れ

を

探

究

す

る

術
も

な
け

れ
ば

、

そ

こ

か
ら

逃

れ

る

こ
と

も

な

い
、

そ

の

よ

う

な

意

識

状

態

が

、
宗

教
体

験

の
指

し

示

す

逆

説

的

な

意

識

の

様

態

な

の

で

あ

る

。

そ

れ

に
対

し

て

、

西

田

幾

多

郎

は

「
場

所

的

論

理

と

宗

教

的

世

界

観

」

に

お

い

て

、

絶

対

者

と

自

己

と

の

〈
逆

対

応

〉

を
強

調

す

る
。

自

己

は

絶

対

的

に

自

己

を

否

定

し

て

、

無

に

対

す

る

こ
と

に

よ

っ
て

自

己

で

あ

り

、

そ

れ

は

絶

対

者

（
神

・
仏

）

が

絶

対

的

に

自

己

を

否

定

す

る

こ
と

を

意

味

す

る
。

こ

の

対

応

は
正

対

応

で

は
な

く

〈
逆

対

応

〉

で

あ
り

、

そ

う
で

あ

る

か
ら

こ

そ

、

自

己

の

根

源

か
ら

の

呼

び

声

で

あ

る
宗

教

体

験
が

可

能

と

な

る
の

で

あ

る
。

こ

の

よ

う

に
、

ウ

ィ

ル
バ

ー
と

西

田

は
、

意

識

と

自

己

存

在

の

構

造

と

レ

う

観

点

は
異

な

り

な

が

ら

も

、

宗

教

体

験

に

お

い
て

開

示

さ

れ

る

逆

説

性

が

、

人

間

の

基

本

的

存

在

構

造

で

あ

る

こ

と

を

明

ら

か

に
し

て

い

る
の

で

は

な

い

で

あ

ろ

う

か
。

こ

の

よ

う

な

自

己

そ

の

も

の

の
逆

説

性

を

基

盤

と

す

る
、

モ

の

存

立

構

造

の

モ
デ

ル
化

は

、

通

常

の

心

理

学

が

と

も

す

れ

ば

陥

り

が

ち

な

理
論
モ
デ
ル
の
実
体
視
を
、
モ
デ
ル
そ
の
も
の
の
逆
説
性
に
よ
っ
て
回
避
さ

せ
る
と
同
時
に
、
宗
教
体
験
を
そ
の
事
実
性
か
ら
臨
床
的
に
把
握
す
る
こ
と

に
よ

っ
て
、
今
日
、
敬
遠
さ
れ
が
ち
な
宗
教
哲
学
の
理
論
的
抽
象
性
を
乗
り

越
え
、
よ
り
豊
か
な
宗
教
的
事
実
の
探
究
を
促
す
も
の
と
な
る
の
で

は
な
い

で
あ
ろ
う
か
。
京
都
学
派
の
哲
学
と
深
層
心
理
学
の
対
話
は
、
か
か
る
自
己

の
逆
説
性
か
ら
出
立
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
―
）
　
田
丸
徳
善
・
星
川
啓
慈
・
山
梨
有
希
子
『
神
々
の
和
解
―
―
ニ
ー
世
紀
の
宗

教
間
対
話
―
―
』
春
秋
社
、
二
〇
〇
〇
年
、
九
七
―
九
八
頁
参
照
。

（
２
）
　
岸
根
敏
幸
『
宗
教
多
元
主
義
と
は
何
か
―
―
宗
教
理
解
へ
の
探
究
―
―
』
晃

洋

書

房
、

二
〇

〇

一
年

、

一
〇

頁

参

照
。

（
３

）
　

岡
野

守

也

『
ト

ラ

ン

ス

パ

ー

ソ

ナ

ル
心

理

学

』

春

秋
社

、

二
〇

〇

〇

年

、

一

八
頁

参

照

。

（
４

）
　
恩

田
彰

『
仏

教

の

心
理

と

創

造

性

』

恒

星

社

厚

生

閣
、

一
五
－

二
七

頁

参

照

。

（
５
）
　
安
藤
泰
至
「
京
都
学
派
の
哲
学
に
お
け
る
宗
教
理
解
―
―
深
層
心
理
学
と
の

接
点
―
―
」
島
薗
進
・
西
平
直
編
『
宗
教
心
理
の
探
究
』
東
京
大
学
出
版
会
、

二
〇
〇
一
年
、
二
六
四
―
二
六
六
頁
、
ま
た
二
七
八
―
二
八
〇
頁
参
照
。

（
６
）
　
T
h
e
 
C
o
m
p
l
e
t
e
 
Ｗ
ｏ
ｒ
ｋ
ｓ
 
ｏ
ｆ
　
Ｋ
ｅ
ｎ
 
Ｗ
ｉ
ｌ
ｂ
ｅ
ｒ
,
　
V
o
l
.
1
.
 
B
ｏ
ｓ
ｔ
ｏ
ｎ
,

Ｓ
ｈ
ａ
ｍ
ｂ
ｈ
ａ
ｌ
ａ
,
　
１
９
９
９
.
　
ｐ
.
５
２
-
５
３
.

（
７

）
　
ｉｂ
ｉ
ｄ
.
,　ｐ
. ６
０
-６
１
.

（
８

）
　
ｉｂ
ｉ
ｄ
.
,　ｐ
. １
１
５
.

（
９
）
　
i
ｂ
ｉ
ｄ
.
,
　
ｐ
.
３
２
７
.

（
1
0
）
　
ｉ
ｂ
ｉ
ｄ
.
,
　
ｐ
.
 
３
２
８
-
３
２
９
.

（
1
1
）
　
『
西
田
幾
多
郎
全
集
』
（
第
四
刷
）
　
一
一
巻
、
岩
波
書
店
、
一
九
七
九
年
、
三

九

八
頁

。



(
1
2
）
　
同
書
、
四
一
四
頁
。

（
1
3）
　同
書
、
四
一
〇
頁
。

（
1
4）
　同
書
、
四
五
〇
頁
。

（
こ
う
だ
・
れ
つ
、
仏
教
学
・
比
較
思
想
、

東
洋
大
学
東
洋
学
研
究
所
研
究
員

）
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