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ユ

ン

グ
と

グ
ノ

ー
シ

ス

主

義

　
　
　
　

　

そ

の

共
鳴
と

齟

齬

ー
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大

　
田

俊

寛

〈

論
文
要
旨
V
　
ユ

ン

グ
の

思
想
と

古
代
グ

ノ

ー

シ

ス

主

義
の

関
係
性
は

、

こ

れ
ま

で

様
々

な
仕
方
で

論
じ

ら
れ

て

き
た
に

も
か

か

わ

ら
ず、

未
だ
不

分

　

明
な

も
の

に

留
ま

っ

て

い

る
。

そ
の

大
き

な
原

因
は
、

グ
ノ

ー
シ

ス

主
義
に

関
す
る
ユ

ン

グ
の

言
及
が
き

わ
め

て

曖

昧
で

あ
り、

妥
当
性
を

欠
い

て

い

　
る
一

方
、

「

自
己
の

実
現
」

と
い

う
目

的
論
や

「

善
悪
二

元

論
」

と

い

う

世
界
観
に

お

い

て
、

両
者
の

思
想
が

あ

る

種
の

共
鳴
を

見
せ

て

い

る
か

ら
で

　
あ
る

。

そ

こ

で

こ

の

論
文
で

は
、

ロ

マ

ン

主

義
の

宗
教
論、

具

体
的
に

は

シ

ュ

ラ

イ
エ

ル

マ

ッ

ハ

ー

と

シ

ェ

リ
ン

グ
の

そ

れ
を

取
り

上
げ、

そ

れ
が

ど

　
の

よ

う
な

点
で
ユ

ン

グ
思

想
の

基
礎
と

見
な
さ
れ

得
る
の

か
、

ま
た

近
代
の

ロ

マ

ン

主

義
的
パ

ー
ス

ペ

ク
テ

ィ

ブ

を

古
代
グ
ノ

ー

シ

ス

主
義
へ

と

適
用

　
す
る

こ

と

が
ど
の

よ

う
な

問
題
を

発
生
さ

せ

る

の

か

に

つ

い

て

考
察
し
て

み

た
い

。

〈

キ
ー

ワ

ー

ド
〉

　
ユ

ン

グ
、

グ
ノ

ー

シ

ス

主

義、

ロ

マ

ン

主
義、

本
来
的
自
己、

善
悪
二

元
論
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ユ

ン

グ
の

思

想
お

よ

び
そ

の

心
理

学
と

、

古
代
末

期
の

宗
教

思
想
で

あ
る

グ
ノ

ー

シ

ス

主

義
の

関

係
性
に

つ

い

て

は
、

こ

れ

ま

で

様
々

な

仕
方
で

幾
度
も

論
じ
ら
れ

て

き

た

に

も
か

か

わ
ら

ず
、

未
だ

不

分
明
な
も
の

に

留
ま
っ

て

い

る
。

ま

ず
は

そ
の

現

状
に
つ

い

て

概
観
し

て

み

よ

う
。

ユ

ン

グ
に

関
す
る

概
説
書
・

研
究

書
は

今
や

膨
大
な

数
に

上
っ

て

お

り
、

そ

れ

ら

の

大

部
分
で

は
、

分
量

の

多
少

は

あ
れ

上

述
の

主

題
に

つ

い

て

論
じ

ら
れ

て

い

る
。

し

か

し

そ

れ

ら
の

研
究
は

、

両
者
の

共
通
点
と

相
違
点
を

箇
条

書
き

的
に

列
挙
し

て

慎
重
な

結
論
に

留
ま

る

も
の

、

も
し

く
は

そ

の

ど

ち

ら

か

に

比
重
を

置
い

て

「

ユ

ン

グ
は

グ
ノ

ー

シ

ス

主

義
者
で

あ
る
」

、

あ
る

い

　
　
　
　

　
　
　
　

　

　
　
　
　

　
　
　
　

　
　
　
　

　
　
　
　

　
　
　
　

　
　
　
　

　

　
　
　
　

　
　
（
1）

は

そ

う
で

な
い

と

不
用
意
に

断
言
す
る

も

の

が

大
半
を

占
め

て

お

り
、

隔

靴
掻
痒
の

感
を

免
れ

な

い
。

古
代
の

グ
ノ

ー
シ

ス

主

義
が

そ
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れ

自
体
と

し

て

容
易
な

接
近
を

許
さ

な

い

複
雑
な
対

象
で

あ
る

こ

と
、

ま

た

後
に

述
べ

る

よ

う
に

、

グ
ノ

ー

シ

ス

主

義
に

対
す
る
ユ

ン

グ
の

言
及
の

仕

方
が

多
分
に

不

明
瞭
で

あ
る
こ

と

が
主

な
原

因
と

な
り

、

両

者
の

関
係
性
に

つ

い

て

の

共
通
了

解
を

得
る

に

は

至
っ

て

い

な
い

の

で

あ
る

。

他
方

、

文

献
学
と

歴
史

学
に

立

脚
し

た

実
証
研

究
が

主
流
を

占
め

る

グ
ノ

ー
シ

ス

研
究
の

分

野
に

お

い

て

は
、

ユ

ン

グ
思
想
の

影
響
は
表

面
的
に

は

す

で

に

消
え

去
っ

て

お

り
、

ユ

ン

グ

自
身
の

そ

れ
を

含
め

、

広
義
の

ユ

ン

グ

派
に

よ
っ

て

示
さ

れ

た

グ
ノ

ー

シ

ス

理

解
に

立

脚
す
る

と

い

う
例
は
、

現

在
で

は

限
り
な
く

皆
無
に

近
い

。

し
か

し

な
が

ら

特
に

日

本
の

グ
ノ

ー
シ

ス

研
究
に

お

い

て

は
、

ユ

ン

グ
に

由
来
す
る

概
念
が

比

較
的
無

自
覚
な
ま

ま

使
用
さ

れ

続
け
て

お

り、

そ
の

こ

と

が

両
者
の

関
係

性
を

錯
綜
さ

せ

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　

　
　ヘ
　

　

ヘ
　

　

ヘ

　
　

ヘ
　

　

へ

る

原

因
と

な
っ

て

い

る
。

ユ

ン

グ
の

、

あ
る
い

は
ユ

ン

グ

的
な

理
論
は

、

近

代
の

キ
リ
ス

ト

教
研
究、

さ

ら

に

は

宗
教

研
究
の

基

礎
的

な
エ

ピ

ス

テ

ー

メ

ー
に

ま

で

深
く

根
を

張
っ

て

お

り
、

明
示

的
で

は

な
い

仕

方
で

そ

の

影
響
力
を

及
ぼ

し

続
け
て

い

る

の

で

あ
る

。

　

本
論
考
で

は
、

ユ

ン

グ
と

グ

ノ

ー

シ

ス

主

義
の

関
係
性
に
つ

い

て

再
考
を

試
み

る
。

執
筆
者
自
身
は

こ

れ

ま

で

古
代
グ
ノ

ー
シ

ス

主

義
に

関
す
る

思

想
研

究
を

手

掛
け

て

き

た

者
で

あ
る

の

で
、

ま

ず
は
ユ

ン

グ
の

グ
ノ

ー
シ

ス

主

義
に

つ

い

て

の

言
及
を

批
判
的
に

吟
味

し
、

さ

ら

に

は

両
者
の

「

共

鳴
」

と

「

齟

齬
」

を
生
み

出
す

原
因
に
つ

い

て

明
ら

か

に

す
る

た
め

に
、

ユ

ン

グ
理

論
の

源
泉
と

見
な
し

得
る

諸
思
想
に

つ

い

て

考
察
を

進
め

て

い

き

た

い
。

ユ

ン

グ
と

グ
ノ

ー

シ

ス

主
義

1
「

善
悪
二

元

論
」

と

「

本
来
的
自
己
」

1

ー

　
ユ

ン

グ
に

お

け
る

グ
ノ

ー

シ

ス

研
究

そ

れ

で

は

果
た

し
て
ユ

ン

グ

は
、

グ
ノ

ー

シ

ス

主

義
に

つ

い

て

何
と

言
っ

て

い

る

の

だ

ろ

う
か

。

先
に

述
べ

た
よ

う
に

、

グ
ノ

ー
シ

ス

主

義
に

対
す

る
ユ

ン

グ
の

言
及
の

仕

方
は
、

多
分
に

不

明
瞭
な

も
の

と

な
っ

て

い

る
。

ま
ず
一

（604） 74
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ユ ン グ とグ ノ ーシ ス 主 義

方
で
ユ

ン

グ

は
、

彼
の

数
多
く
の

著
作
の

中
の

大
部
分
に

お

い

て
、

グ
ノ

ー
シ

ス

主
義
に
つ

い

て

言
及
す

る
。

そ
の

頻
繁
さ

は
、

何
ら

か

の

仕
方
で

グ
ノ

ー
シ

ス

主

義
に

つ

い

て

論
じ

ら
れ
て

い

な
い

著
作
や

論
文
を

見
つ

け
る

方
が

、

む

し

ろ

難
し
い

ほ

ど

だ
ろ

う
。

し
か

し

他
方

、

そ

の

言
及
の

仕
方
は

、

多
く
の

場
合
に

き

わ

め

て

断
片
的
で

あ
り

、

暗
示
的
な

仄
め
か

し

と

い

っ

た

レ

ベ

ル

に

留
ま
っ

て

い

　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　
（
2）

る
。

一

例
を

挙
げ
れ

ば
、

あ
る

種
の

象
徴
の

存
在
は

「

グ
ノ

ー

シ

ス

的
な

思

考
方
法
を

続
行
さ

せ

て

い

る
」

で

あ
る

と

か
、

「

グ
ノ

ー

　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

（
3）

シ

ス

主

義
的
な

見
方
か

ら

す
れ
ば

、

キ

リ
ス

ト

は
、

自
分
に

生
ま

れ
つ

い

た

影
を

振
り

払
っ

て
、

罪
が

な
い

ま

ま
に

な
っ

た
」

な

ど

と

い

う

断
定
的
な

言
及
が

散
在
す
る

の

だ

が
、

そ

の

論
拠
が

グ
ノ

ー
シ

ス

主

義
の

テ

ク

ス

ト

そ

の

も

の

に

即
し

て

示
さ

れ
る

と
い

う
こ

と

は
ほ
と

ん

ど

な
い

。

こ

の

よ

う
な
ユ

ン

グ
の

言
説
の

不

備
に

つ

い

て
、

今
日
の
ユ

ン

グ

論
は

し
ば
し

ば
、

そ

の

研
究
が

ナ
グ

・

ハ

マ

デ

　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　

　
　

　

　
　
（
4）

イ

文
書
の

発
見
以

前
に

行
わ
れ
た

と
い

う

資
料
的
制
約
に

原
因
を

帰
し

て

い

る

が
、

こ

の

よ

う
な

弁

明
は

説
得
性
の

あ
る

も

の

と

は

思

わ
れ
な
い

。

な
ぜ

な

ら
、

ナ

グ
・

ハ

マ

デ
ィ

文
書
が

明
ら

か

に

し

た

の

は
、

少
な

く
と

も
グ
ノ

ー
シ

ス

諸
派
の

教

説
の

紹
介
や

要

約
と

い

う
レ

ベ

ル

に

お
い

て
、

キ

リ
ス

ト

教

諸
教
父
の

文
書
が

き

わ

め

て

信
頼
性
が

高
い

と

い

う
こ

と

だ

か

ら

で

あ
る

。

同
じ
く

「

ナ

グ
・

ハ

マ

デ
ィ

以

前
」

の

も
の

で

あ
る
ハ

ン

ス

・

ヨ

ナ
ス

の

グ
ノ

ー

シ

ス

研
究
が

現
在
も
な
お

専

門
的
研
究
者
に

よ

っ

て

高
い

評
価
を

受
け

て

い

る

の

に

対
し

て
、

ユ

ン

グ
の

グ
ノ

ー

シ

ス

研
究
が

端
的
に

質

的
に

劣
っ

た

も

の

で

あ
る

と

い

う
こ

と

は
、

ま

ず
銘
記
さ

れ
な
け

れ

ば
な
ら

な
い

だ
ろ

う
。

　
ユ

ン

グ
の

著
作
の

中
で

も
っ

と

も

体
系
的
に

グ
ノ

ー
シ

ス

主
義
を
そ

の

対
象
と

し
て

取
り

扱
っ

て

い

る

か

の

よ

う
に

見
え
る

の

は
、

晩
年
の

著
作
の
一

つ

で

あ
る

『

ア
イ

オ
ー

ン
』

二

九
五
一
）

、

特
に

そ

の

第
 

章
「

グ
ノ

ー

シ

ス

主

義
に

お

け
る

自
己

の

象
徴
」

と

第

　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　
　
ゑ

跚

章
「

自
己
の

構
造
と

力
動

性
」

で

あ
る

。

グ
ノ

ー

シ

ス

主

義
の

テ

ク
ス

ト
に

関
す
る
ユ

ン

グ
の

直
接
的
論
究
の

妥
当
性
を

吟
味
す
る

た

め

に
、

こ

こ

で

は
一

例
を

挙
げ
よ

う
。

ユ

ン

グ
は

上

述
第
 

章
の

冒
頭
で

、

ヒ

ッ

ポ

リ
ュ

ト
ス

の

『

全

異
端

反
駁
』

か

ら

三

つ

の

箇

75 （605）
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所
を

取
り
上
げ
、

そ

こ

に

「

蛇
」

と

「

磁
石
」

に

関
す
る

「

自
然

発
生

的
象

徴
」

が

現
れ
て

い

る

と

論
じ

て

い

る
。

し

か

し

「

蛇
」

に

関

し

て

は
、

そ

れ

は

心

理

的

元

型

に

基

づ

く

「

自
然

発
生

的
象

徴
」

と

言

う

よ

り
、

『

創

世
記
』

に

描
か

れ

た

蛇
を

救

済

者
の

メ
タ

モ
ル

フ

ォ

　

ゼ

変

容

態
と
し

て

捉
え

る
グ
ノ

ー
シ

ス

主
義
的

解
釈
の

常
套
手
段
の
一

つ

と

し

て

見
る

の

が

妥
当
で

あ
る

と

思

わ

れ
る

し
、

さ

ら
に

「

磁
石
」

に

至
っ

て

は
、

ユ

ン

グ

の

取
り
上
げ
た

箇
所
は

す
べ

て

比

喩
的
な

修
辞
表
現
の

箇
所
で

あ

り
（

「

磁
石
が

鉄
を

引
き

つ

け

る

ヘ
　

　

　ヘ
　

　
　ヘ
　

　
　
ヘ
　

　
　
へ

か

の

よ

う
に
」

）

、

そ

れ

が

グ
ノ

ー
シ

ス

主
義
者
自
身
が

用
い

た

比

喩
な

の

か
、

異

端
説
に

つ

い

て

報
告
す
る

教
父
ヒ

ッ

ポ
リ
ュ

ト

ス

自

　
　

　

　
　

　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　
（
6）

身
が

好
ん

だ

表
現
な
の

か

さ

え

定
か

で

は

な
い

。

ま

た
、

た

と

え
ナ

グ
・

ハ

マ

デ
ィ

文
書
の

発
見
以

前
で

あ
っ

た

と

し
て

も
、

グ
ノ

ー

シ

ス

主

義
の

諸
文
献
に

あ
る

程
度
幅
広

く
目
を

通
し

て

い

さ

え

す
れ

ば
、

そ
こ

で

「

磁
石
」

と
い

う

象
徴
が

中
心

的
な

位
置
を

占
め

て

い

る

と

は

到

底
言
え

な
い

と

い

う
こ

と
は

、

自
ず
か

ら

明
ら
か

だ

っ

た

だ

ろ

う
。

ユ

ン

グ

は
こ

の

論

考
で

、

「

グ
ノ

ー

シ

ス

哲
学
の

衣

　
　

　

　
　

　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　
（
7）

鉢
を

継
い

だ

の

が

ま

さ

し

く

錬
金

術
に
ほ

か

な

ら
な
い
」

と

そ

の

根

拠
を
明

確
に

し
な
い

ま
ま

断
言
し

、

自
ら
の

浩
瀚
な

錬
金

術
研
究

に

よ
っ

て

示

さ

れ

た

「

自
己
」

の

構
造

、

す
な

わ

ち

「

蛇
」

や

「

石
」

等
に

よ
っ

て

構
成
さ

れ

る

象
徴
の

構
造
を

、

グ
ノ

ー
シ

ス

主
義

の

テ

ク

ス

ト

に
、

よ

り

正

確
に

言
え
ば

、

グ
ノ

ー
シ

ス

主

義
の

教
理

を

取
り

上

げ
こ

れ

を

論
駁
し

た
キ

リ

ス

ト

教
教
父
た

ち

の

文
献
に

ヘ
　

　
　
ヘ

　
　　ヘ
　

　
　
ヘ
　

　
　
ヘ

　
　　ヘ
　

　　
へ

強

引
に

読
み

込

む

と

い

う
こ

と
を

行
っ

て

い

る
。

こ

の

著

作
で

も
ユ

ン

グ
は

グ
ノ

ー
シ

ス

主

義
に

対
し
て

正

面
か

ら

向
き

合
っ

て

お

ら

ず
、

自
ら

の

心

理

学
的
体
系
が

普
遍
性
と

歴

史
性
を

備
え

て

い

る

こ

と

を
主

張
す
る

た

め

の

傍
証
の
一

つ

と

し
て

利
用
す

る
、

と
い

う

技
巧
を

弄
し

て
い

る

に

過

ぎ
な
い

。

　
ユ

ン

グ
が

グ
ノ

ー
シ

ス

主

義
に

つ

い

て

直
接
言
及
し

て

い

る

断

片
的
な

記
述
を
追

う
限
り
で

は
、

そ
こ

に

は
一

個
の

思
想
理

解
や

解

釈
と

呼
び

得
る

よ

う
な

も

の

は

存
在
し
な
い

。

あ
る

意

味
で

は

そ

れ

は
、

自
ら

の

思

想
の

深

遠
さ

を

装
う
こ

と

を

目

的
と

し

た
迂

遠
な

ブ

ラ

フ

で

あ
る

と

さ

え

言
う
こ

と

も
で

き

る

だ

ろ

う
。

し

か

し

両

者
に

は
、

ユ

ン

グ

自
身
が

主

張
す
る

よ

う
な

直
接
的
な

結
び

つ

き

を
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N 工工
一Eleotronlo 　Llbrary 　



Japanese Association for Religious Studies

NII-Electronic Library Service

Japanese 　Assoolatlon 　for 　Rellglous 　Studles

ユ ン グ とグ ノーシ ス 主 義

認
め

る

こ

と

は

で

き
な
い

と

し
て

も
、

相
互
の

体
系
の

問
に

発
生
す
る

あ
る

種
の

「

共
鳴
」

の

よ

う
な
も
の

が
、

な
お

存
在
し

て

い

る

よ

う
に

思
わ

れ
る

。

そ

の

「

共

鳴
」

の

正

体
を

見
極
め

る

た

め

に
、

こ

こ

で

は
ユ

ン

グ
が

匿
名
で

著
し

た

『

死
者
へ

の

七

つ

の

語
ら

い
』

と
い

う
テ

ク

ス

ト

に

つ

い

て

暼
見
し
よ

う
。

　
『

死

者
へ

の

七
つ

の

語
ら
い
』

二

九
一

六）

は
、

グ
ノ

ー

シ

ス

主
義
者
の
一

人
で

あ
る

ア
レ

キ

サ

ン

ド

リ

ア

の

バ

シ

リ
デ

ス

が

著
し

　

　
　

　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　

　
（
8）

た

古
文
書
と

い

う
体

裁
を

取
り

、

ユ

ン

グ
が

匿
名
で

個
人

出
版
し

た
テ

ク

ス

ト

で

あ
る

。

そ

の

著
者
名
に

始
ま
り

、

確
か

に

こ

の

テ

ク

ス

ト

に

は

グ
ノ

ー

シ

ス

主

義
的
な

用
語
や

概
念
が

散
り
ば

め

ら

れ
て

い

る

が
、

そ

の

内
容
は

次
の

よ

う
な
も

の

で

あ
る

。

　
バ

シ

リ
デ
ス

ーー

ユ

ン

グ
に

よ

れ

ば
、

世
界
の

始
源
に

存
在
す

る

の

は

「

無
」

で

あ
り
、

同
時
に

「

無
」

は

「

充
満
」

と

等
し

い
。

な

ぜ

な
ら

、

「

無
限
の

中
で

は
、

充
満
は

無
と

同
じ
」

だ
か

ら
で

あ
る

。

そ

し
て

原

初
の

無
11

充

満
は

、

グ

ノ

ー

シ

ス

主

義
の

用

語
に

倣

っ

て

「

プ
レ

ー
ロ

ー
マ

」

と

称
さ

れ

る
。

プ
レ

ー
ロ

ー
マ

は
、

何
ら
の

特
性
も

持
た

な
い

と

同
時
に

、

あ
ら

ゆ
る

特
性
を

有
す
る

存
在

な

の

で

あ
る

。

し

か

し
こ

の

よ
う
な

無
差
異
の

充
溢
と

し

て

存
在
す
る

プ
レ

ー
ロ

ー
マ

の

内
部
で

、

あ
る

運
動
が

生
じ

る
。

そ

れ

は

す

な

わ

ち

「

区
別
」

の

運

動
で

あ
り

、

そ

の

運
動
を

支
配
す
る

の

は
、

全

体
性
か

ら

個

体
性
を

産

出
す
る

「

個
性
化
の

原
理
」

で

あ
る

。

個

性
化
の

原
理

に

照
ら
し

た

場

合
、

プ
レ

ー
ロ

ー
マ

は
、

「

活

動
−
停
止
」

「

充
満
−

空
」

「

明
ー

暗
」

「

善
　
悪
」

等
と

い

っ

た
一

連
の

　
シ

ュ

ジ

ュ

ギ

ア

「

対
立
の

組
」

と

し

て

理

解
さ

れ

る
。

個
性
化
の

働
き

に

よ
っ

て
、

無
差
異
の

充
溘
で

あ

る

プ
レ

ー
ロ

ー
マ

に

初
め

て

差
異
が

導
入

さ

れ

る
。

し

か

し
こ

れ

ら
の

「

対
立
の

組
」

は

な

お

相
反
す
る

極
性
に

よ
っ

て

相
殺
し

合
っ

て

お

り
、

こ

う
し

て

あ

ら
ゆ
る

特
性
を

備
え

な

が

ら

同
時
に

無
で

あ
る

と

い

う
こ

と

が

表
現
さ
れ

る
、

と

い

う
わ
け

で

あ
る

。

　
こ

の

よ

う
な
プ
レ

ー
ロ

ー
マ

か

ら

最
初
に

生

み

出
さ

れ

る

神
は
、

「

ア

ブ
ラ

ク
サ
ス
」

と

呼
ば

れ
る

。

こ

の

神
は

最
初
の

「

被
造
物
」

で

あ
る

が
、

プ

レ

ー
ロ

ー
マ

の

性
質

、

す
な
わ

ち
「

対
立
の

組
」

を

構
成
す
る

両
義
的
な

性
質
を

身
に

帯
び
て

い

る
。

そ

れ

は
「

神
」

と
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同

時
に

「

悪

魔
」

、

「

善
」

と

同
時
に

「

悪
」

で

あ
る

至

高
の

神
で

あ

り
、

人

問
た

ち
に

は

未
知
の

存

在
で

あ
る

。

そ

し

て

す
で

に

知
ら

れ
て

い

る

神
々

は
、

ア
ブ

ラ
ク

サ
ス

が

分

化
す
る
こ

と

に

よ
っ

て

生
み

出
さ

れ

る
。

そ

れ
は

四

柱
の

神
々
、

す
な

わ
ち

「

善
な
る

太
陽

神
」

、

「

エ

ロ

ス
」

、

「

生

命
の

木
」

、

「

悪

魔
」

で

あ
る

。

神
々

の

生
成
論
に

つ

い

て

語
ら

れ
た

後
、

こ

の

テ

ク

ス

ト

で

は

「

人
間
と

は

何

か
」

と

い

う

問
い

が

立
て

ら
れ

る
。

バ

シ

リ

デ

ス

睡

ユ

ン

グ
に

よ

れ

ば
、

「

人
問
は

門
で

あ
る
」

。

そ

れ

は
、

生

成
を

遂
げ
た

外
界
か

ら

再
び

内
界
へ

と

還
帰
す
る

た
め

の

門
で

あ
り
、

こ

の

門
を

通
っ

た

後
、

人

間
は

「

よ
り

奥
深
い

無
限
の

中
に

い

る
」

。

測
り

難
い

遠
方

、

天

頂
に

唯
一

つ

あ
る
星
が

今
や

コ

人
の

人

の
一

つ

の

神
」

で

あ
り

、

死

後
の

魂
は
そ

れ

を

目
指
し

て

長
い

旅
を

続
け
る

の

で

あ
る

。

　
ユ

ン

グ
自
身
は

『

死

者
へ

の

七
つ

の

語
ら
い
』

の

執
筆
に

つ

い

て
こ

れ
を

「

若
気
の

過
ち
」

と

語
り

、

こ

と

あ
る

ご

と

に

後
悔
し

て

い

た
こ

と

が

伝
え

ら
れ
て
い

る
。

し

か

し

彼
の

表

明
に

反
し

て
、

こ

の

テ

ク

ス

ト
で

示
さ

れ
た
グ
ノ

ー
シ

ス

主

義
に

対
す

る

ス

タ
ン

ス

や

評
価
の

仕

方、

さ

ら

に

は

彼
の

宗
教

的
世

界

観
の

骨
格
は
、

そ

の

晩

年
に

至

る

ま

で

大
き

く

変
化
し

て

は

い

な
い

よ

う
に

思

わ

れ

る
。

そ

し

て

こ

こ

に

は
、

ユ

ン

グ
の

思
想
と

グ
ノ

ー

シ

ス

主

義
と

の

間
に

存
在
す
る

「

共
鳴
」

と

「

齟

齬
」

の

双

方
が

、

す
で

に

浮
き

　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　

　
　

　

　
　

　

　
シ

ュ

ジ

ュ

ギ

ア

彫
り

に

な
っ

て

い

る
の

で

あ
る

。

「

プ

レ

ー
ロ

ー
マ
」

や

「

対
立
の

組
」

、

「

ア

ブ

ラ

ク

サ

ス
」

と
い

っ

た
、

グ

ノ

ー
シ

ス

主

義
か

ら

採

ら

れ

た

名
辞
に

つ

い

て

は
、

さ

し

て

重
要
で

は

な
い

。

重

要
な

焦

点
の
一

つ

と

な

る

の

は

「

善
悪
二

元

論
」

の

問
題
で

あ
り

、

ユ

ン

グ

　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　
ヘ　　
　
ヘ　　
　

ヘ
　
　　
ヘ　　
　
ヘ　　
　
ヘ　
　
　

ヘ　　
　
ヘ
　　　へ

が

未
知
の

神
の

属
性
と
し

て

善
悪
の

二

元

性
の

具

備
を

主

張
し

た

こ

と

で

あ
る

。

現
に

ユ

ン

グ
は

、

こ

の

よ

う
な

「

善
悪
二

元
論
」

の

思
想
的
特
性
を
も
っ

て
、

彼
の

論
敵
と

な
っ

た

神

学
者
た

ち

か

ら

し

ば
し

ば
「

新
グ
ノ

ー

シ

ス

主

義
者
」

と
い

う

名
指
し
を

受
け

て

い

る
。

ユ

ダ
ヤ

教
学
者
マ

ル

テ
ィ

ン
・

ブ

ー
バ

ー

は
、

次
の

よ

う
な

仕
方
で

ユ

ン

グ
を

批
判
す

る
。

「

自
己

、

つ

ま

り

善
と

悪
の

婚
姻

的

結

合
は

、

ユ

ン

グ
に

よ
っ

て

新
し

い

「

受
肉
」

と

し

て

世
界
の

玉

座
に

引
き

上

げ
ら

れ

る
。

［

…

…
］

自
ら
の

う
ち

に

キ
リ
ス

ト

と

サ

　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　

　
グ
ノ

　

シ
ス

タ

ン

を

包
括
す
る
こ

う
し

た

形

姿
は

「

神
と

人

問
と

の

同
一

性
」

の

現
成
と

し

て

の

こ

の

世
に

降
臨
し

た

か

の

覚

智

主

義
的

神

（608）　 78
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ユ

ン

グ
が

か
つ

て

信
仰
告
白
を
し

、

絶
え

ず
そ

の

来
た

ら
ん

と

す
る

顕
現
を

暗
示
し

つ

つ

変
わ

ら

ぬ

信
頼
を

捧
げ
続
け
て

き

た

あ
の

神

　

　
の

最
後
の

姿
で

あ
る

。

ユ

ン

グ
の

宗

教
心
理

学
は

、

来
る
べ

き

も

の

と
し

て

の

こ

う
し

た

神
の

告
知
と

し
て

理

解
さ

れ

る

べ

き

で

　　
　　

あ
る
」

。

カ

ト

リ

ッ

ク

の

神
学
者
で

あ
る

ヴ
ィ

ク
タ

ー
・

ホ

ワ

イ
ト

も
ま

た
、

ユ

ン

グ

の

善
悪
二

元
論
を

「

マ

ニ

教
徒
的
傾

向
」

と

名

指
し

、

ユ

ン

グ
は

こ

れ
に

対
し

て
、

自
己

概
念
は

真
の

意
味
で

の

対
立

物
結
合

体
で

あ

り
、

自
分
に

は

二

元

論
の

傾

向
な

ど

毫

も
な

　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
バ
リ　

い
、

あ
く
ま

で

＝
兀

論
者
で

あ
る

と

反

論
し

て

い

る
。

　

議
論
の

錯
綜
に
一

層
の

拍

車
を

か

け
て
い

る

の

は
、

こ

れ

ら

神
学
者
た

ち

に

と
っ

て

「

グ
ノ

ー

シ

ス

主

義
」

と
い

う

概
念
が

明
ら

か

に

負
の

意

味
合
い

を

帯
び
て

お

り
、

ユ

ン

グ
に

対
す
る

「

グ
ノ

ー
シ

ス

主

義
者
」

と

い

う

名
指
し

を
、

論
敵
に

対
す
る

戦
略
的
な

方
便

と

し

て

行

使
し

て

い

る

と
い

う
こ

と

で

あ
る

。

こ

の

よ

う
な

場
合

、

ユ

ン

グ
の

思
想
が

真
に

グ
ノ

ー
シ

ス

主
義

的
な

も
の

な

の

か
、

と

い

う

冷
静
な

考
察
は

後
景
に

退
き

、

「

善
悪
二

元
論
」

ゆ

え

に

「

グ
ノ

ー

シ

ス

主

義
」

、

と
い

う

軽
率
な
短

絡
が

議
論
を

支
配
す
る
こ

と

に

な

る
。

し

か

し

善
悪
二

元

論
の

問
題
は

実
際
に

は
、

ユ

ン

グ

と

グ
ノ

ー
シ

ス

主

義
の

「

共

鳴
」

を

示

す
と

い

う
以

上
に

、

両
者
の

「

齟
齬
」

を

明
ら
か

に

す
る

も
の

で

あ
る

。

そ
の

齟
齬
の

あ
り
方
に

つ

い

て

指
摘
す
る

の

は

困
難
で

は

な
い

。

そ

れ
は
、

グ
ノ

ー

シ

ス

主

義
の

体
系
が
、

至

高
至

善
な
る

神
か

ら

悪
し
き

造
物

神
が

生
み

出
さ

れ
る

過
程
を

、

よ

り

単
純
に

は

善
悪
の
二

神
論
を

示
し

て
い

る

　

　

　
　

　

　
　

　
ヘ
　　　
ヘ
　

　
　
ヘ　
　　
ヘ

　　　ヘ
　
　

　ヘ
　

　
　
ヘ　
　

　ヘ
　
　

　ヘ
　

　
　
ヘ
　

　　
ヘ

　
　

　ヘ
　
　

　
ヘ
　

　　
ヘ

　
　

　ヘ
　

　　ヘ
　

　
　
ヘ

　
　　
ヘ

　

　　ヘ
　　
　
ヘ
　

　　
へ

　
　

　も
　　
　
ヘ
　

　
　
ヘ　
　

　ヘ
　　
　
ヘ
　

　
　
ヘ　
　　
ヘ

　
　

　ヘ
　

　
　
ヘ　
　　
へ

と

し

て

も
、

決
し

て

単
一

の

神
に

お

け
る

善
悪

両
性
質
の

相
互

補
償
的
併
存
な

ど

は

主
張
し

て
い

な
い

と
い

う

点
で

あ
る

。

グ
ノ

ー
シ

ス

主

義
的
教
説
の

代
表
例
の
一

つ

で

あ
る

ヴ

ァ

レ

ン

テ
ィ

ノ

ス

派
プ
ト
レ

マ

イ
オ
ス

の

体
系
を

見
れ
ば

、

そ

こ

に

お

け

る

プ
レ

ー
ロ

ー

マ

界
お

よ

び

「

対
立
の

組
」

は

例
え
ば

、

「

独
り
子
−

幸
福
」

「

助
け

主

　
信
仰
」

「

永
遠
の

叡
智
−

理

解
」

「

欲
せ

ら

れ
た

者

　
知
恵
」

と

い

う
仕

方
で

構
成
さ

れ
て

い

る
。

そ
れ

ら

は

肯
定
的
な

属
性
を

備
え

た

神
々

で

あ

り
、

そ

こ

に

「

男
女
の

対
」

と

い

う

性
的
な

対
は

見
出
さ

れ
る

も

の

の
、

「

善
悪

の

対
」

は

認
め
る
こ

と

が

で

き
な
い

。

グ
ノ

ー
シ

ス

主

義
に

お

け

る

プ
レ

ー
ロ

ー
マ

界
と

は
、

至

高
神
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の

揺
る

ぎ
な

き

善
性
に

よ
っ

て

満
た

さ

れ

た

世
界
な

の

で

あ
る

。

　

事
態
の

混

乱
を
招
く

短
絡

的
な

思

考
は
、

ユ

ン

グ
の

側
に

も
多

分
に

あ
っ

た

と

言
わ

な
け
れ

ば

な
ら
な
い

。

善
悪
の

相
互

補
償
的
併

存
を

要
求
す

る

形
の

二

元
論

、

そ

し

て

そ

れ

を
古

代
の

グ
ノ

ー

シ

ス

主

義
と

結
び

つ

け

よ

う
と

す

る

類
の

言
及
は

、

『

死

者
へ

の

七
つ

の

語
ら

い
』

以
降
も
ほ

と

ん
ど

切
れ

目
な

く

存

続
し

て

い

る
。

そ

し

て

こ

の

よ

う
な

言
及
が

見
ら

れ
る

文
脈
は

、

ほ

と

ん

ど

常
に

同
一

で

あ

る
。

そ

れ

は
、

キ

リ
ス

ト

教
の

正

統
教
理
に

お

け
る

「

善
の

欠
如
」

理

論
を

批
判
す
る

局
面
に

お
い

て

現
れ

る
。

周
知
の

よ

う
に

ユ

ン

グ
は

、

悪
の

存
在
を
「

善
の

欠
如
」

と

位

置
づ

け
て

そ

の

実
在
性
を

否
定
す
る

キ

リ
ス

ト

教
教
理
を
、

ほ

と

ん

ど

執
拗
な
ま

で

に

　

　

　
　

　

　
　

　

（
11）

繰
り

返
し

批
判
し

て
い

る
。

ユ

ン

グ
に

よ

れ

ば
、

そ

の
一

面
的
な

考
え

方
は

「

心
理

的
全
体
性
」

を

損
な

う
も
の

で

あ
り

、

同

時
に

、

悪
の

現
実
性
に

関
す
る

「

心
理

的
経
験
」

に

反
す

る

も
の

な

の

で

あ
る

。

こ

う
し

て

キ

リ
ス

ト

教
批
判
の

文

脈
か

ら
、

グ
ノ

ー
シ

ス

主

義
へ

の

肩
入

れ

が

生
じ
て

く
る

。

「

い

ず
れ

に

せ

よ
、

こ

の

点
で

、

悪
の

現
実

的
意
義
を

正

当
に

評
価
し

よ

う
と

し
た

グ
ノ

ー

シ

ス

主

義

的
な

諸
体
系
の

二

元

論
が

意
義
を

も
っ

て

く

る
。

こ

れ

ら

の

体
系
は

ま

た
、

な

に

よ

り

も
、

「

悪
は

い

ず
こ

か

ら
」

と

い

う

問
い

に

　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　
（
12）

取
り

組
ん

だ

点
で

も

功
績
が

あ
る
」

。

『

ア

イ

オ

ー

ン
』

の

結

論
部
に

よ

れ

ば
、

グ
ノ

ー

シ

ス

主

義
の

存
在
と

は
、

「

善
の

欠
如
の

教
説

　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　
（
13）

に

よ
っ

て

主

張
さ

れ
た

神
の

非
対
称

性
に

対
す
る

補
償
」

作
用
な
の

で

あ
る

。

し

か

し
こ

の

時
ユ

ン

グ
は
、

キ

リ

ス

ト

教
批
判
の

た

め

の

自
ら

の

遠
い

代
理

者
を
古
代
世
界
に

見
出
す
の

に

躍
起
に

な
っ

て

お

り
、

当
時
の

宗
教
史
的
実
像
に

つ

い

て

正

面
か

ら

向
き

合
う
た

め

に

必
要
な

冷
静
さ
を

失
っ

て

し

ま
っ

て

い

る

と

言
わ
な
け

れ

ば
な

ら

な
い

だ
ろ

う
。

　

2
　
グ
ノ

ー

シ

ス

研
究
に
お

け
る
ユ

ン

グ

　

次
に

翻
っ

て
、

冒

頭
で

提
起
し

た

主
題

、

す
な
わ

ち

現

在
も

な
お

存
続
し
て

い

る
、

グ
ノ

ー
シ

ス

研
究
の

領
野
に

お

け

る
ユ

ン

グ

的

影

響
力
に

つ

い

て
、

日

本
で

の

状
況
を

瞥
見
し

て

み

よ

う
。

日
本
の

グ
ノ

ー
シ

ス

研

究
は
、

特
に

荒
井

献
・

大
貫

隆
と

い

う
二

人
の

研

（610） 80
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ユ ン グ と グ ノーシ ス 主義

究
者
に

よ
っ

て

そ

の

礎
を
築
か

れ、

『

ナ
グ
・

ハ

マ

デ
ィ

文

書
』

邦
訳
の

結
実
に

見
ら

れ

る

よ

う
な

長

足
の

進
歩
を
遂

げ
て

き

た
。

し

か

し
こ

こ

で

指
摘
し
た
い

の

は
、

両

者
が

グ
ノ

ー

シ

ス

主

義
の

総
体
を

簡
略
的
に

提
示

す
る

際
に

、

ユ

ン

グ
に

由
来
す
る

概
念
が

そ
こ

に

不
用
意
に

忍
び

込
み

、

そ

の

視
野
を
歪
め

て

い

る

の

で

は

な
い

か

と
い

う
こ

と

で

あ
る

。

　
ま

ず
荒
井
献
は

、

グ
ノ

ー
シ

ス

主
義
に

関
す
る

最
初
の

邦
文
著
書
で

あ
る

『

原
始
キ

リ

ス

ト

教
と

グ
ノ

ー
シ

ス

主
義
』

に

お

い

て
、

そ

の

思

想
的
本
質
を

次
の

よ

う
な

三

つ

の

モ

チ

ー
フ

に

よ
っ

て

形

成
さ

れ

る

も

の

と

捉
え
て

い

る
。

す

な

わ

ち
、

「

（

1
）

究
極
的

存
在

と

人
間
の

本
来
的

自
己
は

本

質
に

お

い

て
一

つ

で

あ
る

と

い

う

救
済
の

認
識

。

（

2
）

そ

の

前

提
と

し

て

の

反
宇
宙
的
二

元

論
。

（

3
）

そ

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　

　

（
14）

の

結
果
と

し

て

要

請
さ

れ

る
、

「

自
己
」

の

啓
示

者
ま

た

は

救

済
者
」

。

荒
井
に

よ

る

本
質
規

定
に

お

い

て

中
心

的
役
割
を

果
た

し
て

い

る

の

は

「

本
来
的

自
己
」

と

「

反
宇
宙
的
二

元

論
」

の

二

つ

の

要
素
で

あ
る

が
、

こ

こ

で

注

意
し

な
け

れ

ば
な

ら
な

い

の

は
、

こ

の

二

つ

の

要
素
が

先
行
研
究
か

ら

の

強
い

影

響
下
に

お
い

て

採
択
さ

れ
た

も

の

で

あ
る

と

い

う
こ

と

で

あ
る

。

す
な

わ

ち
、

荒
井
自
身
が

同

書
に

お

け
る

グ
ノ

ー
シ

ス

研

究
史
の

概
観
で

記
述
し

て

い

る

よ

う
に

、

「

反
宇
宙
的
」

と
い

う

概
念
は
ヨ

ナ

ス

か

ら
、

「

自
己
」

と

い

う

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　（
15）

概
念
は

ジ

ル

・

ク

イ
ス

ペ

ル

を

介
し

て

ユ

ン

グ
か

ら

取
り
入

れ
ら
れ
た

と

い

う

来
歴
を

有
す
る

。

荒

井
に

よ

る

本
質
規
定
は

、

ヨ

ナ

ス

と
ユ

ン

グ

双
方
の

概
念
の

折

衷
に

よ
っ

て

組
み

立
て

ら
れ
て

お

り
、

間
接
的
な

仕
方
で

は

あ
れ
、

予
め
ユ

ン

グ
の

影
響
を

被
っ

た
も

の

で

あ
る

。

　
こ

の

著
書
で

荒
井
は

、

「

自
己

認
識
」

こ

そ

が

「

ナ

グ
・

ハ

マ

デ
ィ

文
書
全

体
に

共
通
す

る

根
本
モ

チ

ー
フ
」

（

三

四

七

頁
）

で

あ
る

こ

と

を

主

張
し

て

い

る

が
、

こ

の

よ

う
な
モ

チ
ー
フ

自
体
は

、

「

汝
自
身
を

知
れ

○
⇒
o

夢凶
ω

Φ

磐
8
コ
」

と
い

う

格
言
に

見
ら
れ

る

よ

う

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　
（
16）

に

ギ
リ

シ

ャ

思
想
に

と

っ

て

古
く
か

つ
一

般
的
な
も
の

で

あ

り
、

グ
ノ

ー

シ

ス

主

義
に

特
有
の

も

の

と

言
う
こ

と

は

困
難
で

あ
る

。

そ

こ

で

荒
井
は

、

グ
ノ

ー
シ

ス

主

義
に

お

け

る

「

自
己

認
識
」

の

特
殊
性
を

剔
抉
す
る

た

め

に
、

先
述
し

た

も

う
一

つ

の

要
素
で

あ
る
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「

反
宇

宙
的
二

元

論
」

と
の

関
係
を

指
摘
す
る

。

す
な

わ

ち

グ
ノ

ー

シ

ス

主

義
に

お

い

て

は
、

「

本
来
的
自
己
と

非
本
来
的

自
己
と

い

う
二

元

的
人
間
観
が

前
提
さ

れ
て
」

お

り
、

「

本
来
的
自
己

の

認
識
が

救
済
で

あ
る

と

み

な
さ

れ
」

、

「

本
来
的
自
己
が

究
極
的
存
在
に

直
接

由
来
す

る
」

（

三

四

八

頁）
。

さ

ら
に

荒
井
は

こ

の

論
理
を

敷

衍
し
て

、

グ
ノ

ー

シ

ス

主

義
に

「

父

認
識
は

自
己

認

識
で

あ
る

と

い

う

等
値
を

確
認
で

き
」

、

「

こ

の

よ

う
な

等
値
に

、

父
と

自
己
と

の

同

質
性
が

前

提
さ

れ

て

い

る
」

（
三

四
七

頁
V

と

主
張
す
る

。

本
来
的

自
己

が

即
至

高
神
で

あ
る

、

と

グ
ノ

ー
シ

ス

主

義
が

自
ら

論
じ

て

い

る

か

の

よ
う
に

理

解
さ

れ

得
る

こ

の

よ

う
な

要
約
の

仕
方
に

は

多

分
に

問
題
が

含
ま

れ

て

い

る

よ

う
に

思
わ

れ

る

が
、

そ

れ

は

後
に

指
摘
し

よ

う
。

荒
井
に

よ
る

グ
ノ

ー

シ

ス

主

義
の

本
質
規
定
は

ナ

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　

　
　

　（
17）

グ
・

ハ

マ

デ

ィ

文

書
の

邦
訳
全
四

巻
各
書
の

冒
頭
で

も

繰
り
返
さ

れ
、

広
く
一

般
に

認

知
さ

れ
る
こ

と

に

な
っ

た
。

　
「

反
宇
宙
的
二

元

論
」

、

そ

し

て

「

本
来
的
自
己
」

と
い

う
二

つ

の

要

素
に

よ
っ

て
、

果
た

し
て

グ
ノ

ー
シ

ス

主

義
の

特
性
を

十
分
に

把
握
す
る
こ

と

が

で

き

る
の

か
、

ま

た

プ

ラ

ト
ン

主

義
や

ス

ト

ア

派
、

キ

リ

ス

ト

教
諸
教
父
の

神
学
と

い

っ

た
、

同
時
代
の

思
想
と

の

弁
別
を

計
る

こ

と

は

可
能
な
の

か
、

と
い

う

事
柄
に

つ

い

て

は
、

批
判

的
に

論
じ
る
べ

き

点
が

多
々

あ
る

が
、

も
っ

ぱ
ら

古
代
末
期
思

想
研
究
の

領
域
に

属
す
る

論
題
で

あ
る

た

め
、

本
論
で

は

詳
述
し

な
い

。

こ

こ

で

指
摘
し
て

お

き

た
い

の

は
、

荒
井
献
に

よ
っ

て

本
質

規
定
の

文
言
に

使
用
さ

れ
た

「

本
来
的
自
己
」

と

い

う

概
念
が

今
や
一

人
歩
き

を

始
め

、

グ
ノ

ー
シ

ス

主

義
と

い

う

対
象
へ

の

過

度
の

単
純
化
と
、

そ

れ

に

伴
う

議
論
の

錯
綜
を

も
た

ら

し

て

い

る

よ

う

に

思

わ
れ
る
こ

と

で

あ
る

。

大
貫

隆
は

、

『

ナ

グ
・

ハ

マ

デ
ィ

文
書
』

第
−

巻
の

総
説
に

お

い

て
、

グ
ノ

ー
シ

ス

主

義
を

構

成
す

る

主

要
契
機
と

し

て

荒
井
と

ほ

ぼ

同
一

の

要
素
を

列
挙
し

、

そ

の

見
解
を

継

　
　

　

　
徳）

承

し

て

い

る
。

ま

た

大
貫
は

、

自
ら

の

グ
ノ

ー

シ

ス

研
究
に

お

い

て

「

グ
ノ

ー
シ

ス

主
義
と
ユ

ン

グ
」

と

い

う
主
題
を

幾
度
か

取
り
上

げ
、

両

者
の

思
想

傾
向
に
つ

い

て

批
判
的
に

記
述
し

て
い

る
。

そ

れ
に

よ

れ
ば

、

グ
ノ

ー
シ

ス

主

義
と
ユ

ン

グ
の

思

想
は

共
に

「

本
来

的
自
己
の

回
復
」

を

基
調
と

し

て

お

り、

そ

の

帰
結
と

し

て

「

自
己
の

無
限
膨

張
」

囗
「

他
者
喪
失
」

と

い

う

「

独

我
論
」

に

陥
っ

て

し
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　（
19）

ま

う
の

で

あ
る

。

　
し

か

し

こ

の

議
論
は

、

そ

の

結
論
を

導
き

出
す
前
に

踏
む
べ

き
二

つ

の

手
続
き

が
、

事
実
上

ス

キ
ッ

プ

さ

れ

て

い

る

よ

う
に

思
わ

れ

る
。

そ

の

二

つ

の

手
続
き
と

は
、

（

1
）

「

自
己
」

概
念
に

基
づ

く
ユ

ン

グ

自
身
の

グ

ノ

ー

シ

ス

理

解
は

そ

も
そ
も

妥
当
で

あ
っ

た

の

か
、

そ

し

て
（

2
）

古
代
グ
ノ

ー
シ

ス

主

義
は

「

本
来
的
自
己
の

回
復
」

や

「

自
己
の

無
限
膨
張
」

と
い

う

事
態
を
そ

の

世
界
観
の

終
末
と

し

て

措

定
し

て

い

る

の

か
、

と
い

う
こ

と

に

つ

い

て

の

慎
重
な

吟
味
で

あ
る

。

ま

ず
（

1
）

に

関
し

て

は
、

言
う
ま

で

も
な

く

専
門
的
文

献

学
者
と

し

て

古
代
グ
ノ

ー
シ

ス

主

義
の

諸
文

献
に

通

暁
し

て

い

る

大
貫
が

、

ユ

ン

グ
の

グ
ノ

ー
シ

ス

研
究
を

直
に

目
に

し

て
、

本
論
で

示
し

た

よ

う
な
そ

の

歪
み

に

気
が

付
か

な

か

っ

た

と

は

考
え
ら
れ

な

い
。

ユ

ン

グ
の

言

説
の

曖
昧
さ

、

散

漫
さ

、

そ

し

て

数
々

の

事
実

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　
ヘ
　　
　
ヘ
　

　
　
ヘ　
　

　ヘ
　　
　
ヘ
　

　
　
へ　
　

　
ゐ
　

　
　ヘ
　

　
　
ヘ　
　　
ヘ

　
　

　へ

誤
認
を

前
に

、

し
か

し

大
貫
は

、

グ
ノ

ー
シ

ス

主
義
と
ユ

ン

グ
思
想
の

相
同
性
を

自
ら

の

仕
方
で

再
整
理
す
る

と

い

う

方
途
に

出
て

い

（
20）る

。

そ

し

て

こ

れ

に

よ
っ

て

実
は
、

両
者
の

間
に

存

在
す
る

は

ず
の

幾
つ

も

の

「

齟

齬
」

が

覆
い

隠
さ

れ

て

し

ま
っ

て

い

る
の

で

あ

る
。

次
に

（

2
）

に

関
し
て

、

こ

れ
は

先
述
の

荒
井
の

議
論
と

も

共

通
す
る

点
で

あ
る

が
、

「

人
間
即

神
也
」

が

グ
ノ

ー

シ

ス

主
義
の

本

質
で

あ

り、

グ
ノ

ー

シ

ス

主

義
者
の

自
己
は

「

宇
宙

大
に

膨

張
し

て

他
者
を

喪
失
し

た

自
己

で

あ
る
」

と

す

る

大

貫
の

理

解
は

、

多
分

に

拙
速
な

も
の

で

あ
る
と

言
わ
ざ

る

を

得
な
い

。

グ
ノ

ー

シ

ス

主

義
の

テ

ク

ス

ト

に

お

い

て

「

至

高
神
」

自
身
が

「

人
間
」

と

称
さ

れ

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
（
21）

る

こ

と

は
、

管
見
の

限
り
で

は

皆
無
で

あ
る

し
、

ま

た

大

貫
の

記
述
で

は
、

グ
ノ

ー

シ

ス

主

義
の

終
末

観
と

し

て
、

（

プ
レ

ー

ロ

ー
マ

界
を

含
む
）

世

界
の

金
て

が

消
滅
し

、

至

高
神
と

化
し
た

自
己
の

み

が

孤

独
に

存
立

す
る

か

の

よ

う
な

描

写
が

な

さ

れ

て

い

る

が
、

こ

れ

は

余
り

に

過
ぎ
た

単
純
化
と

言
う
べ

き

で

あ
ろ

う
。

多
く
の

研
究
者
が

指
摘
す
る

よ

う
に

（

そ

し
て

別
の

箇
所
で

は

大
貫

自
身
も

認

め

て

い

る

よ

う
に

）

、

グ
ノ

ー
シ

ス

諸
派
は

世
界
の

終
末
の

姿
に

つ

い

て

そ

れ
ほ

ど

詳
述
し

て

お

ら

ず
、

ま

た

宗
派
問
に

お

い

て

も

食

い

違
い

が

目
立
つ

も
の

と

な
っ

て

い

る
。

先
ほ

ど

言
及
し

た

ヴ
ァ

レ

ン

テ
ィ

ノ

ス

派
の

教

説
を
一

例
と

し

て

挙
げ
て

み

れ

ば
、

そ

の

終

83 （613＞
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末
論
は
、

「

物
質

世
界
を
遍

歴
し

た

魂
が
霊

的
な

伴
侶
に

邂

逅
し

、

父
な
る

至

高

神
が

統
べ

る

プ

レ

ー
ロ

ー
マ

界
へ

帰
昇
す
る
」

と

要

約
す

る

の

が

適

切
だ

ろ

う
。

グ
ノ

ー

シ

ス

主
義
の

本
質
を

本
来
的

自
己

の

回

復
に

あ
る

と

見
な
し

、

そ
こ

で

は

「

宇
宙
大
に

膨

張
し

て

他
者
を

喪
失
し

た

自
己
」

が

成
立

す
る

と

し

て
、

ユ

ン

グ

思
想
と

共
通
す
る

独
我
論

的
傾
向
を

批
判
す

る

と
い

う

大
貫
の

議
論
に

は
、

幾
つ

か

の

飛
躍
と

単

純
化
が

存

在
し

て

い

る

と

考
え

な
け
れ

ば

な
ら
な
い

。

　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
も
つ

　
こ

の

よ

う
に

、

グ
ノ

ー

シ

ス

主
義
と
ユ

ン

グ
思

想
の

関
係
を
巡
る

議
論
は

未
だ

き

わ

め

て

錯
綜
し
た

状
態
に

あ
り

、

そ

の

縺
れ

を

完

全
に

解
き

ほ

ぐ

す
の

は

容
易
な
こ

と

で

は

な

い
。

し

か

し
こ

れ
ま
で

行
っ

て

き

た

概
観
か

ら
、

わ
れ

わ

れ

は
こ

の

よ

う
な

混

乱
と

錯
綜

を

生
み

出
す
主

な

原

因
と

な
っ

て

い

る
二

つ

の

概
念
を

突
き

止
め

る
こ

と

が
で

き

た

よ

う
に

思
わ
れ

る
。

そ
の

概
念
と

は

す
な
わ

ち
、

「

盖

量
心

二

元
論
」

と

「

本
来

的
自
己
」

で

あ
る

。

グ
ノ

ー
シ

ス

主

義
と
ユ

ン

グ

思

想
双
方
の

世
界

観
に

お

い

て

「

善
悪
二

元

論
」

が

主

要
な

役
割
を

果
た

し
て

い

る

こ

と
、

そ

し
て

共
に

「

自
己

の

実
現
」

を

終
極
に

据
え

る

目

的
論
と

し
て

捉
え

得
る

こ

と

を

論
拠
と

し

て
、

両

者
の

相
似
性

、

ひ

い

て

は

同
一

性
を
主

張
す
る

議
論
が

成
立
し

て

い

る
。

し

か

し

本
論
で

手
短
に

見
て

き

た
よ

う
に

、

双
方
に

お

け
る

「

善
悪
二

元

論
」

、

お

よ
び

「

自
己
の

実
現
」

と

い

う

目
的

論
は

、

実
際
に

は

そ

の

内

実
が

全
く

異
な
る

も

の

な

の

で

あ
る

。

こ

れ
ま
で

の

概
観
を

再
論
す

れ

ば
、

グ
ノ

ー
シ

ス

主

義
の

「

善
悪
二

元

論
」

に

お

い

て

は
、

悪
の

存
在
は

厳
密
に

忌

避
さ

れ
る
べ

き

も

の
、

そ
し

て

人

間
が

そ

こ

か

ら

救
済
さ

れ
る
べ

き

も
の

と

し

て

捉
え
ら
れ

て

お

り
、

そ

れ
へ

の

肯

定
的
か

つ

積
極
的
な

評
価

、

あ
る

い

は

善
悪

双
方
の

相
互

補
償
的

併
存
と
い

う

観
念
は

認
め

る

こ

と

が
で

き
な
い

。

ま

た
、

善
と

悪
を

中
心
と

す

る

さ

ま
ざ
ま

な

対
立
物
が

（

再
）

結
合
し

、

人

間
は

そ

れ

に

よ
っ

て

「

自
己

を

実
現
」

す
る

と
い

う
ユ

ン

グ

の

目
的
論
は

、

グ
ノ

ー

シ

ス

主

義
に

見
出
す
こ

と

が

で

き

な
い

。

先
の

ブ

ー
バ

ー

の

文

言
を

再
び

引
く

と

す
る

な

ら
、

ユ

ン

グ
に

お

け
る

「

自
己

、

つ

ま
り

善
と

悪
の

婚
姻

的
結
合

、

自
ら

の

　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
グ
ノ
　

シ

ス

う
ち
に

キ

リ
ス

ト

と

サ

タ
ン

を

包
括

す
る

覚
知

主
義
的
神
」

は
、

実
際
の

グ
ノ

ー
シ

ス

主

義
に

は

存
在
し
な
い

も
の

な

の

で

あ
る

。
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ニ

　
ユ

ン

グ
に

お

け
る

「

自
己
」

概
念

、

お
よ
び
そ
の

悪
論
の

近
代
思
想
史
的
背
景

　

以
上
の

よ

う
に

、

グ
ノ

ー
シ

ス

主

義
と
ユ

ン

グ

思

想
双
方
の

内
実
を
や
や

微

視
的
に

観
察
し

て

み

れ

ば
、

両
者
の

「

齟
齬
」

に

つ

い

　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　
　

　
　
　

　（
22V

て

は

比

較
的
容

易
に

看
取
す
る

こ

と

が

で

き
、

現
に

そ

の

よ

う
な

指
摘
は
こ

れ
ま
で

に

も
し

ば
し

ば

行
わ

れ

て

き

た
。

し
か

し

さ

ら
に

翻
っ

て

み

れ
ば

、

両
者
が

「

善
悪
二

元

論
」

と

「

本
来
的
自
己
」

と

い

う
二

つ

の

焦
点
に

お
い

て

巨
視
的
な

類
似

性
を

示
し

て

い

る

限

り
、

こ

れ

ら

の

間
に

何
ら
か

の

親
近

性
を
認
め

よ

う
と

す
る

学
説
は

、

お

そ

ら
く

今
後
も

現
れ

続
け

る

だ

ろ

う
。

そ

こ

で

こ

こ

で

は

さ

ら

に
一

歩
踏
み

込
み
、

ユ

ン

グ
の

上

述
の

概
念
が

ど

の

よ

う
な

出
所
を

持
つ

も
の

な
の

か
、

そ

の

こ

と

に

つ

い

て

手
短
に

論
じ
て

お

く
D

　
ユ

ン

グ

自
身
の

表
面

的
な

文
言
を

素
直
に

追
っ

て

い

く
限
り

で

は
、

研
究
者
の

視
線
は

、

古
代
の

グ
ノ

ー

シ

ス

主

義
や

中
世
の

錬
金

術
、

あ
る
い

は

東
洋
の

諸
宗
教
等
へ

と

逸
ら
さ

れ
て

し

ま

う
の

だ
が

、

ま

ず
銘
記
し
な

け
れ

ば

な

ら

な

い

の

は
、

ユ

ン

グ
自
身
の

理

論

的
立
脚
点
が

あ
く
ま

で

ヨ

ー
ロ

ッ

パ

近
代
思

想
の

枠
内
に

あ
る

と

い

う
、

そ

れ

自
体
と

し

て

は

き

わ

め

て

自
明
な

前
提
で

あ
る

。

し
か

し

こ

の

意
味
に

お
い

て

こ

れ

ま

で

の
ユ

ン

グ

研
究
は

、

一

方
で

余
り
に

普
遍
主

義
的

・

巨
視
的
に

過
ぎ

（

ユ

ン

グ
理

論
を

安
易
に

普
遍

化
し

、

そ

の

枠
組
み

を

古
今
東
西
の

宗
教
現

象
に

適

用
し

て

し

ま

う
）

、

他
方
で

余
り

に

近
視
眼

的
に

過

ぎ
た

の

で

は

な

い

だ

ろ

う
か

（

ユ

ン

グ

理
論
の

形
成
要

因
を

、

ユ

ン

グ
の

生

涯
を

中
心
と

す

る
、

二

〇
世
紀

前
半
の

ス

イ

ス

や

ド

イ

ツ

に

お

け
る

宗
教
研
究
の

状
況

に

局
限
し
て

し
ま

う
）

。

グ
ノ

ー

シ

ス

主

義
と

の

関
わ
り
で

注
目
し

た

先
述
の

二

つ

の

要
素

、

す
な

わ

ち

「

善
悪
二

元

論
」

と

「

本
来

　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
エ

キ

ゾ
チ
ッ

ク

的
自
己
」

と
い

う

概
念
も
ま

た
、

一

見
し

た

と
こ

ろ

の

異
郷
的
な

装
い

に

反
し

、

ヨ

ー
ロ

ッ

パ

近

代
の

要
請
に

促
さ

れ

て

形

成
さ

れ
て

き

た

も
の

で

あ
る

。

そ
の

こ

と

を

簡
潔
に

指

摘
し

て

い

こ

う
。
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1
　
「

自
己
」

あ
る
い

は
「

個
性
化
」

　
ユ

ン

グ
に

お

け
る

「

自
己
」

と
い

う

概
念
は
、

デ
カ

ル

ト

に

お

い

て

明
確
な

仕
方
で

形
を

取
る

「

近

代
的
自
我
論
」

の

系
譜
上
に

位

置
し

て

い

る
。

そ

し

て
ヨ

ー
ロ

ッ

パ

の

近

代
的
自
我
論
の

系

譜
に

は
、

鳥
瞰

的
に

捉
え
た

場
合

、

大
き

な
二

つ

の
ベ

ク

ト
ル

の

存
在
が

　

　
　

　（
23）

認
め

ら

れ
る

。

そ

の
一

つ

は
、

い

わ
ゆ

る

啓
蒙
主

義
的
な

諸
思
想
の

流
れ
で

あ

り
、

そ
こ

で

は

人
間
理

性
の

能
力
が

肯
定
的
に

評

価
さ

れ

る
。

人

間
は

そ

の

本
性
に

基
づ

く
生

得
的
な
理

性
能
力
を

有
し
て

お

り
、

そ

れ
に

よ
っ

て

世
界
の

姿
を

隈
無
く

照
ら
し

出
す
こ

と

が

で

き

る

と

考
え

ら

れ

る

の

で

あ
る

。

こ

の

流
れ
に

抗
し

て
、

ド

イ
ツ

を

中
心
に

形
成
さ

れ

た

も

う
一

つ

の

思
想

潮
流
が

、

ロ

マ

ン

主

義

的
な

諸
思
想
で

あ
る

。

啓
蒙
思

想
が

ド
イ

ツ

に

移
入
さ

れ

る

際
に

主

要
な

役
割
を

果
た

し

た

の

は
、

周

知
の

よ

う
に

カ

ン

ト

で

あ
る

が
、

カ

ン

ト

は

彼
以

前
に

存
在
し

た

認
識
論
を

徹
底
化
し

、

科

学
的
か

つ

啓
蒙
的
な
理

性
の

基

礎
づ

け
を

行
う
と

同

時
に
、

そ
れ

に

よ

っ

て

把
握

可
能
な

領
域
に

限
界
を

画
し
た

。

こ

の

よ

う
な

カ
ン

ト

哲
学
に

後
押
し

さ

れ
な
が

ら
、

ド

イ
ツ

に

お

い

て

は
、

「

理

性
の

光

　
ヘ
　

　
　へ

の

外
部
」

を

思

考
の

対
象
と

す
る

諸
思

想
、

す
な

わ
ち
ロ

マ

ン

主

義
が

発
達
を

見
せ

る
こ

と

に

な
る

。

ロ

マ

ン

主

義
の

基

調
を
な

す
の

　

　
　

　

　
　

　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

グ
ル

ン

ト

　

　

ヘ

　ヘ
　
ヘ

　
ヘ

　
ヘ

　
へ

は
、

啓
蒙
の

光
が

届
く
こ

と

の

な
い

世
界
の

「

根
底
」

、

無
限
に

深
い

闇
と

い

う

存
在
で

あ

り
、

さ

ら
に

は

そ

の

土

壌
か

ら

自
然
的
に

生

成
す
る

個
々

の

民
族

、

文

化
、

人

間
の

存
在
で

あ
る

。

啓
蒙
主

義
に

お

い

て
、

普
遍
的
な

「

良
識
11
意
識
」

を

備
え
る

平
明
な

個
人

　

　
　

　

　
　

　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　
グ
ル

ン

ト

概
念
が

発
達
し

た

の

に

対
し
て
、

ロ

マ

ン

主

義
に

お

い

て

は
、

「

無
意

識
」

と

い

う

暗
い

「

根

底
」

か

ら

叢
生

し
、

そ

の

固

有
性
を
一

般

的
な

概

念
で

は

捉
え

き

る
こ

と

の

で

き

な

い
、

特
異
な

個
人
の

存
在
が

主

張
さ

れ

た
。

　
ユ

ン

グ
に

お

け

る

「

自
己
」

、

さ

ら

に

は

そ

れ

に

連
な

る

「

個
性

化
」

「

無
意
識
」

と
い

う

諸
概
念
は

、

近

代
的
自
我
論
の

中
で

も
、

　

　
　

　

　
　

　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

（
24）

ロ

マ

ン

主

義
哲

学
に

そ

の

直
接
の

源

泉
を

持
っ

て

い

る
。

そ

の

中
で

も

最
初
に

注
目

す
べ

き

著

作
は

、

シ

ュ

ラ

イ
エ

ル

マ

ッ

ハ

ー

の

　

　
　

　

　
　

　

　

　
　

　
（
25）

『

宗
教

論
』

（
一

七

九
九）

だ
ろ

う
。

そ

の

宗
教
論
の

要

諦
を

為
し

て

い

る

の

は
、

「

超

越
的
実
在
へ

の

絶
対
依
存
の

感
情
」

で

あ
る

。
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シ
ュ

ラ

イ
エ

ル

マ

ッ

ハ

ー
は

、

宗
教
の

本
質
を

固
定
的
な

儀
礼

・

教
義

・

教

典
の

あ
り

方
に

求
め

る

旧

来
の

宗

教
観
を

、

さ

ら
に

は

形

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

ら
　　

而
上

学
や

理

性

的
道

徳
論
に

還

元
し
よ

う
と

す

る

近

代
の

宗

教
観
を

批
判
す

る
。

シ
ュ

ラ

イ
エ

ル

マ

ッ

ハ

ー

に

よ

れ
ば

宗
教
と

は
、

「

宇
宙
の

存
在
に

関
す
る
直

接
経
験

、

お

よ

び

個
々

の

直

観
と

感

情
」

（
ω゚

鰤
。。

11
五
五

頁）

に

よ
っ

て

成
立

す
る

の

で

あ
る

。

ま

た

彼
は

、

「

宇
宙
の

存
在
」

に
つ

い

て

こ

れ

を
、

前
述
の

「

超
越

的
実
在
」

、

あ
る

い

は

「

無
限
世
界

巨
Φ

＆一
8
げ
Φ

芝
 

E
や

「

無
限
者

¢
旨−

Φ

昌
一

一

9
窪
」

と

幾
度
も

言
い

換
え
る

。

シ
ュ

ラ

イ
エ

ル

マ

ッ

ハ

ー

に

と
っ

て

宇
宙
と

は
、

「

理

性
の

光
の

外
部
」

に

あ
る

無
限
の

存
在

者
で

あ
り

、

人
間
は

そ

の

よ
う
な

無
限
の

存
在
を

直
観
す
る

こ

と

に

よ
っ

て
、

「

創
造
の

暗

U
茸
吋
Φ

邑

（

ω゜

胡
11

六

九
頁）

と

呼
ば
れ

る

再
生
の

契
機
を

迎
え
る

。

そ
し

て

無
限
の

存
在
が

人

間
と
い

う

有
限
者
に

お

い

て

表
現
さ
れ
る

場

合
、

そ

れ

は

決
し

て

万
人
一

様
の

も

の

と

な

る
こ

と

は

な
い

。

宇
宙
の

無
限
性
に

応
じ

て

無
限
の

直
観
の

様
式
が

存
在
し

、

人
間
主

体
は

各
自
の

直

観
の

様
式
に

応
じ

て

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
（
27∀

「

個
性
化
」

さ

れ

る
こ

と

に

な
る

。

　

意
識
の

外
部
に

、

理

性
的
光
の

届
か

な
い

無

限
者
が

存
在
し

て

お

り
、

そ

れ
を

直
観
す
る
こ

と

に

よ
っ

て

人

間
は

独
特
な

存
在
と

し

て

個

性
化
す
る
こ

と

が

で

き

る

　
　
ユ

ン

グ
の

「

自
己
」

と

い

う
概
念
は

、

素
朴
な

形
で

は

あ
れ

、

す
で

に

シ

ュ

ラ

イ
エ

ル

マ

ッ

ハ

ー

の

体
系
に

存
在
し
て
い

る
。

そ

し

て

こ

の

よ

う
な

個

性
概
念
は

、

近
代
的

自
我
論
と
い

う

大
枠
に

立

脚
し

つ

つ
、

先
述
し

た

よ

う
に

啓

蒙
思
想
に

抗
し

て
、

あ
る
い

は

都
市
の

発
達
に

よ

る

「

大
衆
」

の

成
立
と

そ

れ
が

も
た

ら
す

個
の

平
板
化
と

い

う

社
会
的
変

化
に

抗
し

て

醸
成
さ

れ

た

も
の

で

あ
り

、

い

ず
れ

に

せ

よ
ヨ

ー
ロ

ッ

パ

近

代
の

特
性
を

刻
印
さ

れ
た

概
念
で

あ
る

と

見
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

　
2
　
悪

論

　

次
に

、

ユ

ン

グ
に

お

け
る

「

善
悪
二

元

論
」

、

特
に

「

悪
」

の

存
在
に

対
す
る

肯
定
的

・

積
極
的
な

評

価
と

い

う

観
念
の

出
所
に

つ

い

て

論
じ
て

み

た
い

。

こ

の

主
題
を

論
じ

る

上
で

最
初
に

注
目
し

な

け
れ

ば
な

ら
な
い

の
は

や

は

り
カ
ン

ト

で

あ
り

、

そ

し
て

カ

ン

ト
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の

悪

論
も

ま

た
、

近
代
的

自
我
の

成
立

と
い

う

契

機
と

不
可

分
に

結
び
つ

い

て

い

る
。

そ

れ

で

は
、

カ

ン

ト

倫

理

学
に

お

け

る

悪
論

は
、

ど

の

よ

う
な

意
味
に

お
い

て

近

代
的
な

も

の

と

言
い

得
る

の

か
。

こ

こ

で

は

ま
ず

、

カ

ン

ト

に

至

る

ま

で

の

悪
論
の

思
想
史
的
経

緯
を

、

簡
略
的
に

跡
づ

け
て

み

よ

う
。

　
西

洋
思
想
史
に

お

け
る

「

悪
」

の

問
題
に

つ

い

て

そ

の

基

本
的
構
図
を

提
示
し

た

の

は
、

古
代
末
期
に

お

け
る
マ

ニ

教
と

ア

ウ

グ
ス

テ
ィ

ヌ

ス

の

論
争
で

あ
る

。

マ

ニ

教
が

善
悪
の

二

神
論
と

そ

れ

に

基
づ

く
実
体
的
二

元

論
を

主

張
し

た

の

に

抗
し

て
、

ア

ウ

グ
ス

テ
ィ

ヌ

ス

は

プ

ラ

ト

ン

主

義
的
存
在
論
に

依
拠
す
る
こ

と

に

よ

り
、

善
が

「

存
在
」

で

あ
る

の

に

対
し

て

悪
は

「

非
存
在
」

で

あ
り
、

「

善

の

欠

如
」

に

過
ぎ

な
い

と

し
て

、

悪
の

実

在
性
を

否
定
し
た

。

そ

し

て

同
時
に

人

間
の

自
由
意
志

論
を

展
開
し

、

悪
と

い

う
存
在
が

人

間
の

自
由
意
志
に

起
源
を

持
つ

と

論
じ

る

と

同
時
に
、

神
の

恩
寵
に

導
か

れ
る
こ

と

に

よ

り
、

人
間
は

非
存
在
と

し

て

の

悪
か

ら

存
在

と

し

て

の

善
へ

と

「

回

心
」

す
る
こ

と

が

で

き

る

（

し

な

け

れ

ば
な

ら

な

い
）

と

し

た

の

で

あ
る

。

こ

れ

以
降

、

「

悪
」

の

問
題
は

、

常
に

人
間
の

「

自
由
」

と

の

関
わ

り

で

論
じ

ら

れ

る

と

い

う

構
図
が

定
式
化

す
る

。

　
こ

れ

に

対
し
て

カ

ン

ト

は
ま

ず
、

古
代
か

ら

中

世
ま

で

の

倫
理
思

想
の

基

調
を

為
し
て

い

た

自
然
的

世
界
と

人

格
的

世
界
の

連

続
性

を
否

定
し

、

そ

の

二

領
域
を

厳
密
に

区
別
す

る
。

自
然
的

世
界
が

「

必
然
」

で

支
配
さ

れ

る

の

に

対
し

、

人
格

的
世
界
は

「

自
由
」

な

規

律
に

よ
っ

て

構
成
さ
れ

る
。

倫
理

的
問
題
の

対

象
と

な
る

の

は

後
者
の

領
域
の

み

で

あ
り

、

こ

れ

に

よ
っ

て

カ
ン

ト

は
、

自
然

的
・

感

性
的
世
界
の

劣
位

性
が

悪
の

原
因
と

な
る

と

い

う
、

彼
以

前
の

倫
理

思
想
に

な

お

残
存
し

て

い

た

プ

ラ

ト

ン

主

義
的

存
在
論
を
一

掃

す
る

の

で

あ
る

。

さ
ら
に

カ
ン

ト

は
、

定

言
命
法
に

よ
っ

て

善
の

成
立

根
拠
に

つ

い

て

提
示
す
る

と

同

時
に
、

人

間
に

は

そ

れ

を

覆
す

「

根
源
悪
」

の

能
力
も
ま

た

不

可
避

的
に

備
わ
っ

て
い

る
こ

と

を
論
じ
た

。

カ
ン

ト
の

倫
理

学
に

お
い

て

「

悪
」

が

避
け

ら

れ

る
べ

き

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　
ヘ
　
　
　　ヘ　
　
　　
ヘ　　　　
ヘ
　
　　　
ヘ　
　
　　ヘ　　　　
ヘ
　
　　　
ヘ
　
　
　　ヘ
　
　
　　
ヘ
　
　　　
ヘ
　
　
　　ヘ
　
　
　　
ヘ
　　　　
ヘ
　
　
　　
ヘ
　
　
　　ヘ　　
　　
ヘ
　　　　
ヘ　　
　　へ

も

の

で

あ
る

こ

と

は

言

う
ま

で

も
な
い

が
、

し

か

し

重

要
な
の

は
、

そ

れ

が

同
時
に

人

間
の

人

格
的
自
由
か

ら

発
す

る

積
極
的
な

能
力
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（
28）

の
一

つ

と

見
な
さ

れ

て

い

る
こ

と

で

あ
る

。

悪
の

存

在
が

人

間
の

自
由
の

能
力
と

相
関
的
な

も

の

で

あ
る

と
い

う

構
図
自
体
は

古
代
の

倫
理
思

想
か

ら

変
化
し

て

い

る

わ
け
で

は

な
い

が
、

カ
ン

ト

に

お

い

て

は
、

ア

ウ

グ
ス

テ
ィ

ヌ

ス

に

見
ら
れ

る

「

神
の

恩

寵
」

と

い

っ

た
、

入

間
理

性
に

対
す
る

上

位
審
級
は

も
は

や

取

り
去
ら

れ

て

い

る
。

今
や
人

間
は
、

自
ら

の

眼

前
に

存
在
す
る

善
と

悪
の

双

方
か

ら
、

自
我
と

理

性
に

基
づ

く

自
律
的
な

意
志
に

よ
っ

て

善
を
選
び
と

ら
な

け
れ
ば
な

ら

な
い

。

こ

の

よ

う
に
、

悪
の

存
在
が

人
間
が

自

由
で

あ
る

こ

と

の

何
よ

り
の

証
し

で

あ
る

と

捉
え
る
こ

と
、

悪
と

自
由
を

人

間
の

積
極
的
な

能
力
と

し

て

評
価
す
る

と

い

う
こ

と

は
、

優
れ
て

近
代
の

倫
理
思

想
に

特
徴
的
な

も
の

な

の

で

あ

る
。

　
ユ

ン

グ

理

論
に

お

け
る

「

悪
」

の

存
在
へ

の

積

極
的
評

価
と
い

う

観
念
の

出
所
を

考
察
す
る

場

合、

そ

れ

が

根
本
的
に

カ

ン

ト

の

悪

論
に

よ
っ

て

方
向
づ

け
ら

れ
て

い

る

と

い

う

事
実
を

無
視
す

る

こ

と

は

で

き
な
い

。

だ

が
、

そ

の

体
系
の

全
体

性
に

お

い

て
ユ

ン

グ
の

よ

り

直
接
的
な

源
泉
と

見
な

す
こ

と

が

で

き

る

著

作
は
、

ロ

マ

ン

主
義
哲
学
の

も

う
一

つ

の

代
表

作
で

あ
る

シ
ェ

リ

ン

グ
の

『

人

間
的

　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　
（
29）

自
由
の

本
質
』

（

一

八
〇
九
）

で

あ
ろ

う
。

シ
ェ

リ
ン

グ
は

、

カ

ン

ト
か

ら

フ

ィ

ヒ

テ
へ

と

続
く
ド

イ
ツ

観
念
論
の

系
譜
を

、

特
に

自
我

に

関
す

る

理

論
を

受
け

継
ぎ
な

が

ら
も

、

人

間
精

神
が

発
生
す

る

そ

の

「

基
盤
」

と

な
る

生

成
論
を
、

近

世
的
な

自
然

哲
学
に

求
め

よ

う
と

す
る

。

フ

ラ

ン

ツ
・

フ

ォ

ン
・

バ

ー

ダ
ー
（
一

七

六
五

−
一

八

四
一
）

を

介
し

て

当
時
の

思
想
界
に

導
入
さ

れ

た

近
世
自
然

哲
学
に

お

け

る

両
極
性
原
理

、

特
に

「

光
」

と

「

闇
」

と

い

う
自
然

的
二

極
性
を

、

カ
ン

ト
に

よ
っ

て

明

確
化
さ

れ

た

近

代
的

倫
理
学
に

お

け

　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　
ヘ
　

　
　
ヘ

　
　　
ヘ
　

　
　
ヘ
　

　
　
ヘ

　
　　へ

る

「

善
」

と

「

悪
」

と
い

う
道

徳
的
二

元

性
と

結
合
さ

せ

る
こ

と

に

よ
っ

て

構
築
さ
れ
た

そ

の

体
系
に

お
い

て
、

ユ

ン

グ

理
論
に

見
ら

れ
る

「

善
悪
二

元
論
」

の

先
駆
を

認
め

る
こ

と

が

で

き

る

だ
ろ

う
。

エ

レ

ン

ベ

ル

ガ

ー
が

精
神
医

学
史
家
ラ

イ
プ

ブ
ラ

ン

ト

を

引
用
し

て

述
べ

て

い

る

よ

う
に

、

「

心
理

学
の

分
野
に

お

け
る
ユ

ン

グ
学
説
は
、

シ

ェ

リ

ン

グ
と

結
び
つ

け

て

考
え
な

け

れ
ば

全
然
理

解
で

き

　（
30）

な

い
」

。
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シ

ェ

リ

ン

グ
の

体

系
に

お

い

て

始
源

的
存
在
者
の

位
置
を

占
め

る

の

は
、

「

無

規
則
的
な
も

の
」

、

「

消
え
去
る

こ

と

の

な

い

残
余
」

、

「

先
行
す
る

暗
黒
」

、

「

深
い

夜
の

意
識
」

等
と

も

称
さ

れ

る

「

無
底

ご
⇒

鳴

巷
匹
」

で

あ
る

。

シ

ュ

ラ

イ
エ

ル

マ

ッ

ハ

ー
、

そ
し

て

ユ

ン

グ
と

同
様
に
、

シ
ェ

リ

ン

グ
の

体
系
に

お
い

て

も
ま

た
、

始
源
的

存
在
者
は

理

性
的
光
の

外
部
に

あ
る

。

そ

し
て
こ

の

「

無
底
」

か

ら

「

光
目

実

存
」

と

「

闇
11
根
底
」

と

い

う
二

元

性
が

分
化
し
、

両
者
の

相
互

運
動
が
そ

の

極
点
に

ま
で

達
し

た

と

き
、

新
た

な

「

精

神

O
Φ

葺
」

で

あ
る

人

間
が

誕
生
す
る

。

人

間
は

光
と

闇
と

い

う
自
然

的
存
在
か

ら

生
み

出
さ

れ
た

も

の

で

あ
り
な

が

ら

も
、

自
分
自

身
を

意
識
す
る

「

自

我
性

ω

包
σ
ω

9
舞
」

を

備
え
て

お

り
、

自
然
を

超
越
し

て

い

る
。

そ

し
て

こ

の

超
越
性
か

ら

「

我
意
の

高
ま

り
」

が

生
じ

る

こ

と

に

な
り
、

「

ま

さ

に

我
意
の

か

の

高
ま

り

が

悪
な
の

で

あ
る
」

（
Qり

』
錯
11
四
三

七

頁
）

。

し
か

し

シ
ェ

リ
ン

グ
の

記
述
に

お

い

て

は
、

カ
ン

ト

同

様
に

、

こ

の

よ

う
な

「

悪
」

が

否

定
的
な

意

味
合
い

の

み

で

捉
え

ら

れ

て
い

る

わ

け
で

は

な
い

。

自
然
的

秩
序
の

紐
帯
を

分
解
し
、

そ

れ

を

組
み

替
え、

あ
る

種
の

倒
錯
さ

え

可
能
と

す
る

人

間
の

「

悪
」

の

能
力
の

獲
得
は

、

ま

さ

に

「

人
問

的
自
由

の

本
質
」

に

基

づ

く
そ

の

必

然
的
な

帰
結
だ

か

ら
で

あ
る

。

シ
ェ

リ
ン

グ
は
こ

の

よ

う
な

見
地
か

ら
、

悪
を

何
ら

か

の

制
限
・

欠

如
・

　

　

　
　

　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　

　
　

　
（
31）

剥
奪
に

由
来
す

る

と

考
え
る

キ

リ
ス

ト

教
神
学
や

ラ

イ

プ
ニ

ッ

ツ

の

考
え

方
を

批
判
し
て

い

る
。

し

か

し
、

「

悪
の

精
神
」

た
る

自
我

性
が

現
れ

る
こ

と

は

同
時
に

、

人
間
が

い

ち

早
く

「

人

格
性
」

の

段

階
に

到
達
し

た
こ

と

を

意
味
す
る

の

で

あ
り

、

「

悪
の

精
神
」

と

い

う

第
二

の

闇
の

原
理

は
、

「

高
次
の

光
」

の

出
現
を

促
す

。

シ
ェ

リ
ン

グ
は

こ

の

よ

う
な

観

点
か

ら
、

キ

リ
ス

ト

に

お

け
る

神
の

人

間
化
を

意
味
づ

け
て

い

る
。

「

し

か

も
、

今
そ

の

高
次
の

光
が

現
れ

出
て

く
る

と

い

う
の

も
、

人

格
的
か

つ

精

神
的
な

悪
に

対

抗
す
る

た

め

に

で

あ
り
、

自
ら

も

同
じ

く
人

格
的

、

人

間
的
形
態
を
と
っ

て
、

仲
介

者
と

し
て

、

で

あ

り
、

創

造
と

神
と

の

関
係
を

最

高
の

段

階
に

お

い

て

回
復
す

る

た

め

に
、

な
の

で

あ
る

。

な

ぜ

な
ら

、

人

格
的
な

も
の

の

み

が
、

人

格
的
な
も
の

を
癒
し

う
る

か

ら

で

あ

り、

こ

う
し

て

神
は

人
間
と

な

ら

な

け
れ

ば
な

ら

ず
、

そ

う
し

て

こ

そ

人

間
は

、

再
び

神
へ

と

い

た

る

こ

と
が

で

き

る
、

か

ら

で

あ

る
」
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ユ ン グ とグ ノ ーシ ス 主義

（
QQ

』
謁
11
四
五

四
頁）

。

　
『

人

間
的
自
由
の

本
質
』

に

示
さ

れ
た
シ

ェ

リ
ン

グ

の

体
系
と
ユ

ン

グ

心
理

学
の

間
に

は
、

実
に

顕

著
な

相
同

性
を

認
め

る

こ

と

が

で

き

る
。

す
な
わ

ち
、

原

初
に

存
在
す
る

無
限

者
、

そ
こ

か

ら

現
れ

る

二

極
性
の

生

成
論

、

「

我
意
の

高
ま
り

」

の

観
念

、

悪
の

存

在

に

対
す
る

肯
定
的

評
価
と

「

欠
如
理

論
」

へ

の

批
判

、

無
限
の

存
在
で

あ
る

神
の

人
間
化
11
個
性
化
と

い

う

目

的
論

、

等
々

。

そ

し

て
、

光
と

闇
、

お

よ

び

善
と

悪
の

二

元
論
を
ベ

ー

ス

に

キ
リ
ス

ト

教
を

再
解

釈
し

よ

う
と

す
る

そ

の

手
法
に

よ
っ

て
、

シ

ェ

リ
ン

グ

も

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　
（
32）

ま
た

再
三

に

渡
る

「

グ
ノ

ー
シ

ス

主

義
の

嫌
疑
」

を

被
っ

て

き

た
。

シ

ェ

リ
ン

グ
、

そ

し

て

ユ

ン

グ
に

お
い

て
、

自
然

的
領
域
と

人

格

的

領
域
に

関
す
る

カ

ン

ト

的
区

分
が

破
ら

れ
、

人

格
の

自

然
生
成

論
が

描
か

れ

て

い

る
こ

と

は
、

グ
ノ

ー

シ

ス

主

義
を

含
む

古
代
的
な

宇
宙
論
や

倫
理

学
が

復
興
し
て

い

る
か

に

見
え
る

こ

と

も

事
実
で

あ
る

。

し

か

し

そ

の

際
に

も
、

そ
の

骨
格
と

な
る

自
我
論
や

悪

論

が
、

あ
く
ま

で

近
代
思

想
に

立

脚
し

、

そ

の

枠
内
に

あ
る
こ

と

を

看
過
し

て

は

な

ら

な
い

だ

ろ

う
。

　
　

　

　
三

　
結
語

　
本
論
で

は
、

ユ

ン

グ
と

グ

ノ

ー

シ

ス

主

義
の

間
に

存
在
す

る

縺
れ

た

関
係

性
を

解
き

ほ

ぐ
す

た

め

に
、

そ
の

状
況
に
つ

い

て

の

概
観

と

整
理

を

行
っ

て

き

た
。

紙
幅
の

問
題
も

あ
り

、

こ

こ

で

の

議
論
が

十
分
な
も

の

で

あ
る

と

言
う
こ

と

は

で

き

な
い

が
、

こ

の

よ

う
な

主
題
に

関
す
る

論
争
が

必
要
以
上

に

錯
綜
し
て

し
ま

う
主
な

原
因
と

し

て
、

幾
つ

か

の

要
素
を

指
摘
し

得
る

よ

う
に

思
わ

れ
る

。

す
な

わ
ち

、

　
 
グ
ノ

ー
シ

ス

主

義
に

つ

い

て

の

ユ

ン

グ
の

理

解
が

粗
雑
で

あ
り

、

対

象
の

論
理
や

時
代
的
背

景
を

軽
視
し

た

仕
方
で

そ

れ

を

分

　
　

析
・

評
価
し

よ

う
と

し

て

い

る

こ

と
。
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ユ

ン

グ
の

批

判
者
（

あ
る

い

は

グ
ノ

ー

シ

ス

主
義
の

批
判
者
）

た

ち
が

、

必

要
な

手
続
き

を

欠
い

た

形
で

安
易
に

両
者
を

同
一

視

　
　

し

よ
う
と

す
る

こ

と
。

　

 
ユ

ン

グ

思
想
の

歴
史
的
（

特
に

近

代
史
的
）

背
景
が

、

な

お

十
分
に

明
確
に

さ

れ

て

い

な
い

こ

と
。

な

ど
が

挙
げ
ら

れ
よ

う
。

　

最
後
に

注

記
す
れ
ば

、

こ

の

論
考
で

は
、

グ
ノ

ー

シ

ス

主

義
を

含
む

古
代
思
想
の

研
究
に

際
し

て
、

ユ

ン

グ
を

含
む

近

代
思

想
の

概

念
や

方
法

論
を
導
入

す
る

こ

と

は

厳
に

慎
む
べ

き

で

あ
る

、

と
い

う
こ

と

が

結
論
さ

れ

て

い

る

わ

け
で

は

全
く
な
い

。

方
法
論
な
き

思

想

研
究
と
い

う
も
の

は

実
際
に

は

存
在
し

得
ず

、

そ

し
て

わ

れ
わ
れ

が

手
に

し

て

い

る

方
法

論
は
、

い

ず
れ
も

不
可
避

的
に

何
ら
か

の

「

近

代
性
」

を
刻

印
さ

れ

た

も

の

だ

か

ら

で

あ
る

。

し
か

し

両

者
が

交
錯
す
る

際
に

は
、

研
究
対
象
の

身
分
と

、

そ

れ

を

分
析
す
る

方

法

論
が

持
つ

身
分
双

方
の

基
本

的
性
質
の

差
異
に
つ

い

て
、

可
能
な

限
り

明
確
な

も
の

と

さ

れ

て

い

な
け

れ
ば
な

ら

な
い

。

そ
し
て

そ

の

よ

う
な

前
提
が

満
た

さ

れ

る
こ

と

に

な

れ

ば
、

本
稿
で

論
じ

て

き

た

よ

う
な

錯
綜
は

徐
々

に

解
消
さ

れ
、

現
代
の

思

惟
と

グ
ノ

ー

シ

ス

主

義
と
の

「

長
い

対
話
」

（

ヨ

ナ
ス
）

が

再
び

開
か

れ

る

こ

と

に

な
る

の

で

は

な
い

だ

ろ

う
か

。

注
（
1

）

　
高
橋
原
『

ユ

ン

グ

の

宗

教
論
』

専
修
大
学
出

版
局、

二

〇
〇
五

年、

】

七
八

頁
以
下
を

参
照

。

（
2）
　
O°
O，

冒
コ

 り
、．

℃
ω
《
o
げ

90
ゆq
δ
口
員

α

幻
Φ

＝
ぴq一
〇

P、、

OQ
餮
ミ
譱
職
討

ミ
呵

蕃
鴨一
〇
H8

目

妻
巴
冨
「・
＜
Φ
「

冨
伊q”

這
β
」

ω
瓢

」
尸

Qo
」
09

　
村
本
詔
司

訳
「

心

　
　

理

学
と

宗
教
」

（
『

心
理
学
と

宗
教
』

人

文
書
院、

一

九
八
九

年）
、

八

七
頁

。

ユ

ン

グ
全
集
は

以

下
O
ミ

と

略
す

。

（
3）
　
O・
O．

冒
⇒
ひqu

、．
＜

臼
畧
。

『

Φ

冒
曾

霧
鴇
『
o一
〇
αq
δ

9
 

昌

∪
Φ

暮
琶
αq
α
Φ
ω

日
ユ
昌

即
鱗

錺
α
o

蓍
o
°。壗．．

O
ミ唱
じd
α゚

戸
ω

」
り
ω’

村
本
詔
司
訳
「

三

位
一

体

　

　
の

教

義
に

た
い

す
る

心
理

学
的
解
釈
の

試
み
」

（
『

心
理
学
と

宗
教
』

）

、

】

五

七

頁
。

（
4
）

　
湯

浅
泰
雄
『

ユ

ン

グ
と

キ

リ
ス

ト

教
』

講
談

社
学
術
文
庫、

一

九
九
六

年、

二

〇
〇
頁

、

お

よ

び
高
橋
原、

前
掲
書、

一

八

〇
頁
を

参
照

。

（622＞　92

N 工工
一Eleotronlo 　Llbrary 　



Japanese Association for Religious Studies

NII-Electronic Library Service

Japanese 　Assoolatlon 　for 　Rellglous 　Studles

ユ ン グ とグ ノ ーシ ス 主義

（
5）
　
OO
°
｝

§
舮q壗

エ
凡

§°

肆
勘

醤
恥

ミ

硲
ミ
曾
N

隷

辞
恥

留
き
硫

き

O
ミ”
じu9

 ゜

野
田

倬
訳
『

ア

イ
オ

ー
ン

』

人
文

書
院

、

一

九
九
〇
年

。

（

6
）

　
と

は
い

え

『

全
異

端
反
駁
』

第
五

巻
に

お

い

て、

こ

の

表
現
が

複
数
の

宗
派
（
ナ
ー

ス

派
・

ペ

ラ

タ
イ

派
・

セ

ツ

派
）

の

教

説
を

報
告
す
る

際
に

繰

　

　
り

返
し
現
れ
る

こ

と
を

鑑
み
る
と

、

ヒ

ッ

ポ
リ
ュ

ト
ス

が

グ
ノ
ー
シ

ス

諸
派
を

揶
揄
す
る

際
に

好
ん

だ

表
現
と

取
る
の

が

妥
当
で

あ
る
と

思
わ
れ
る

。

（

7
）
　
ρ

O，

甘
昌
帥q”

冨
暁

§悟

愚．

ミ゚

あ
』
心
。。°

邦
訳
前
掲
書

、

二

六
〇

頁
。

（

8
）

　
OO
°

冒
ロ
αq曽

豊
蕊

ミ
羮

薦
§ 

騫
駿

§
獅

9
§
薄
§｝

9
け

o
昌一

芝
巴

宕
が

一

竃
尸

Qっ“
ω
゜。

 

−°

河
合
隼
雄
・

藤
縄
昭
・

出
井
淑
子
訳

『

ユ

ン

グ
自
伝

　

　
2

』

み

す

ず
書
房、

一

九
七
三

年
、

二

四
三

頁
以
下
に

所
収

。

（

9）
　
竃
胃
二
づ

し口

暮
900

譜
慧
器
劬

融
丶

ミ
較

切
ミ

ミ
き
ミ

毒
蕊

N

ミ
bσ
刷

N
臘

ぎ
鑓
恥

§
鋤

ミ
§
肉
ミ

喧
§
ミ

お
蹴

、

ミ
、

翕
愚
ミ
鴨

N
晋
8
巨

ζ

穹
 

芻
o

＜
 

二
眇
ひqw

　

　
H

翫
ω一

堕
H

羇
−

吟

　
三

谷
好
憲
・

山
本
誠
作
・

水
垣
渉
訳
『

か

く
れ
た

神
』

み

す
ず
書
房

、

】

九
六
八

年
、

一

二

六

頁
。

（

10
）

　
O°
O°

言
昌

αq一

』

ご

§

愚｝

ミ
こ

oり亀
刈

O°

邦
訳

前
掲
書、

三

八

五

頁
。

（

11
）
　
こ

の

よ

う
な

主
題
に

つ

い

て

は
、

宮
下
聡
子
「

ユ

ン

グ

に

お

け
る

『

悪
の

問
題
』

」

（

『

宗
教
研
究
』

三

四
八

号、

二

〇

〇
六

年）

に

詳
し
い

。

（

12
）

　
OP

言
昌
αq】
．．

＜
臼

盟
。

『

Φ

ぎ
奠
喝

曙
昏
○
一

〇

 凶
ω

魯
Φ
旨

∪
Φ

暮

§
oq

α
Φ
ω

日
ユ
昌一
盡
＄
ロ
o

穹
曽
ω

  、

信

ミ
‘

Qり
』
°。

9
　
邦
訳
前
掲
書、

一

五

〇
頁

。

（

13
）
　
OO

」
巷
堕

』
帖

§℃

愚’

ミ゚
冒
oo
』
°。

吟

　
邦
訳
前
掲

書
、

二

九
八

頁。

（

14
）
　
荒

井
献
「

原
始
キ

リ
ス

ト
教
と

グ
ノ

ー
シ

ス

主
義
』

岩
波
書
店

、

一

九
七
一

年、

三

五

〇

頁
。

（

15
）
　
荒
井
献、

前
掲
書、

三

四
二

頁
「

ク
イ
ス

ペ

ル

は、

宗
教
史
学
派
の

方
法
を

超
克
し

え
た
こ

と
を

心
理

学
者
ユ

ン

グ
に

感
謝
し

な

が
ら、

グ
ノ

ー
シ

　

　
ス

主
義
成
立
の

本
質
的
モ

メ

ン

ト

を

「

自
己

経
験
の

神
話
的
投
影
」

（

日
旨
三
。゚

警
o

牢
o

冨
卸帥
o
コ

匹
o
「

ω

巴
び

舞
Φ
「

富
げ

吾

轟）

に

還
元

す
る

」

。

（

16
）

　
荒

井
献、

前
掲
書、

三

五
一

頁
に

お

い

て

は
、

荒

井
も
ま
た

後
期
プ

ラ

ト

ン

や
プ

ラ

ト

ン

主

義
に

同
種
の

モ

チ
ー
フ

が

見
ら
れ

る

こ

と

を
認
め
て

い

　

　
る

。

（

17
）
　
『

ナ

グ
・

ハ

マ

デ
ィ

文

書
』

1
ー

脚

巻
、

岩
波
書
店、

一

九
九
七

ー
八

年
、

各

巻
の

冒
頭
に

収
め

ら
れ

た

荒
井
献
「

序
に

か

え
て
」

を

参
照

。

そ
こ

　

　
で

の

記
述
に

よ

れ
ば、

「

人
間
は
、

救
済
者
の

告
知
に

よ

り、

人
間
の

本
質
と
至

高
神
と

が

本
来
は

同
一

で

あ
る

こ

と

を

認
識
（

グ
ノ

ー
シ

ス
）

し、

　

　
神
と

の

合
一

を
達

成
し

て

救
済
さ

れ

な
け
れ

ば

な
ら
な

い
」

（
匿
は

頁）
。

（

18
）

　
前
掲
『

ナ

グ
・

ハ

マ

デ
ィ

文

書
』

1
巻、

二

ー
三

頁
。

（

19
）

　
大
貫

隆
『

グ

ノ
ー
シ

ス

考
』

岩
波
書
店、

二

〇
〇

〇
年

、

三

六
三

−
五

頁
。

（

20
）
　
大

貫、

前
掲
書、

三

五

六
−

六
｝

頁
。

（

21
）
　
大
貫
は

前
掲
書、

三

五

〇
頁
に

お

い

て

「

な

ぜ

な

ら、

至
高
神
は

「

第
一

の

人

間
」

だ
か

ら
で

あ
る

。

確
か

に

§
13
と

45
で

は

バ

ル

ベ

ー

ロ

ー

が

　

　
「

第
一

の

人
間
」

と

呼
ば

れ
て

い

る

が
、

そ
の

バ

ル

ベ

ー

ロ

ー
は
至

高
神
の

「

影
像
」

（
映
像）

で

あ
る

か

ら、

至

高
神
自
身
が

「

第
一

の

人

間
」

、

す

（623＞93
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な
わ
ち

「

原
人
」

で

あ
る

と
言
っ

て

も

間
違
い

で

は
な
い

。

し
か

も、

至

高
神
を
「

人
間
」

　
　

ギ
リ
シ

ア

語
で

は

「

ア
ン

ト
ロ

ボ

ス
」

と

表
現
す
る

　

　
こ

と

は
、

『

ヨ

ハ

ネ
の

ア

ポ

ク
リ
ュ

フ

ォ

ン
』

に

限
ら

ず、

そ

の

他
の

グ
ノ

ー

シ

ス

主
義
神
話
に

も

広
範
に

認
め

ら
れ
る

特
徴
な
の

で

あ
る

。

神
は

人

　

　
間
で

あ
り、

人

間
は

神
で

あ
る、

つ

ま
り

「

入

間
即
神
也
」

が

グ
ノ

ー

シ

ス

主
義
の

考
え

方
な

の

だ
」

と

論
じ
て

い

る
が
、

こ

の

主

張
は

正
確
さ

を

欠

　

　
く

。

グ
ノ

ー
シ

ス

主

義
に

お

け
る

至

高
神
の

叙
述

方
法
と

し
て

は
、

否
定
神
学
が

貫
徹
さ

れ
る

（
あ
ら

ゆ
る

呼
び

名

を
許
さ

な
い
）

、

あ
る

い

は

「

深

　

　
淵
」

や

「

（

原
）

父
」

と

い

う
名
称
が
一

般
的
で

あ
り
、

「

至

高
神
」

を
「

人

間
」

と

呼
ぶ

こ

と

は

む

し
ろ

厳
密
に

退
け

ら

れ
て

い

る

た
め
、

そ

れ
が

　

　
「

広

範
に

認
め
ら

れ
る

特
徴
」

で

あ
る

と

は

思
わ

れ

な
い

。

ま

た、

『

ヨ

ハ

ネ
の

ア

ポ

ク

リ
ュ

フ

ォ

ン
』

に

お

い

て
、

最
初
の

ア
イ

オ
ー

ン

で

あ
る

バ

　

　
ル

ベ

ー

ロ

ー
が

至

高
神
に

よ
っ

て

「

人

間
」

と

し
て

生
み
出
さ

れ
る
と
い

う
事
態
は、

「

神
の

形
に

倣
っ

て

人

間
が

造
ら

れ

る
」

と

い

う

聖

書
的

命
題

　

　
（
い

わ

ゆ

る
「

神
人
同
型

論
」）

を

グ
ノ

ー

シ

ス

流
に

翻
案
し
た
も

の

で
あ

り、

こ

の

よ

う
な

命
題
を

も

「

人

間
即

神
也
」

の

考
え

方
と

見
な

し
て

し

　

　
ま
え
ば

、

正
統
キ

リ

ス

ト
教
と

グ
ノ

ー
シ

ス

主
義
を

区
別
す
る

こ

と
さ
え

不
可

能
と

な
ら
ざ
る

を
得
な
い

だ
ろ

う
。

（
22
）

　
一

例
と

し

て
、

林
道
義
『

ユ

ン

グ
思

想
の

真
髄
』

朝
日

新
聞
社、

一

九
九
八

年、

三
一

五

1
七
頁
を

参
照

。

こ

の

箇
所
の

記
述
に

は

妥
当
性
を

認
め

　

　
る

こ

と

が
で

き
る

が
、

こ

の

よ

う
な

差
異
は
ユ

ン

グ

の

思

想
が

グ
ノ

ー

シ

ス

主

義
よ

り

優
れ

た

も
の

で

あ
る
こ

と

を
示
す
も
の

で

あ
る

、

と

い

う
度
々

　

　
繰
り
返
さ

れ
る

無
根
拠
な

断
定
は

、

こ

の

書
物
の

学
術
的
価
値
を
多
分
に

危
う
く
し
て

い

る

と

言
わ
ざ
る

を
得
な
い

。

（
23）

Ω

8
蹟
ω一
日
B
 
ポ

O
ミ
ミ

§

毒
壽

駄

ミ
の
O
包
ミ
濃
貯

ミ
ミ
ミ
駄
ミ

ミ

§
ミ
蕊
靴

爵
の

職
盻
ら

ミ”
bロ
o

島
員

Z
Φ

毛

団
O
『

貯

臨
 

Ω

凄
旨
 

お

HOQ

。

倉

ω゜
 

 ゜

ジ

　

　
ン

メ

ル

（
清
水

幾
太
郎
訳）

『
社
会
学
の

根
本
問
題
』

岩
波
文

庫
、

一

九
七

九
年、

一

二

六
頁
を

参
照

。

（
24
）

　
し
か

し

現
在
の

ユ

ン

グ
研
究
に

お

い

て
、

ユ

ン

グ
と

ロ

マ

ン

主
義
と

の

関
係
を
立

ち
入
っ

て

考
察
し
た

も
の

は

ほ

ぼ

皆
無
に

等
し
い

。

こ

の

よ

う
な

　

　
状
況
に

対
し
て

例
外
的
と
も

言
い

得
る

邦
文
の

論
考
と

し
て

、

深

澤
英
隆
「

ロ

マ

ン

主
義
心
理

学
の

パ

ラ

ダ
イ
ム
」

（
日

本
ユ

ン

グ
研
究
会
編

『

ユ

ン

　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　

　
　

　
　

　
　

　
ネ
オ

　

　
グ

研
究
2

』

名
著
刊
行
会、

一

九
九
一

年、

六
ニ

ー
八
一

頁
）

を、

ま

た

新
ロ

マ

ン

主

義
に

お

け
る、

グ
ノ

ー
シ

ス

研
究
を

含
む

宗
教
論
を

概
観
し
た

　

　
書
物
と

し

て
、

上

山
安
敏

『

神
話
と

科
学
Ii

ヨ

ー
ロ

ッ

パ

知
識
社
会
　
世
紀
末
〜
20
世
紀
』

岩
波

書
店

、

一

九
八
四

年
を

挙
げ
て

お

く
。

（
25
）

　
原
文
は

閑

葺
一

ω

o
ロ
Φ

○
Φ

ω

凶

ヨ
3
昜
σqp

げ
Φ

＼

閃
匡
Φ
α

鼠
o
げ

∪
四

巳
9
国

3
ω
什

Qoo

巨
皀

霞
日
曽
o
げ
Φ

お

げ
Φ

蚕
口
ω

αq
Φ
ひq
Φ
げ

窪
く

呂

出

畧
ω−
一

〇

国
o

ぼ
日

じd一
爵
コ
Φ

お

　
　

》
σ
冖

］°
Gon

等凶
津
 
口

匚

コ
α

国
昌
叶

≦
q

眺
ρ

じロ
鳥。
N
じU
 

島
ロ…

し
Φ

02

旨
Φ

き

H
 

゜。

昏

を
、

訳
文
は

佐
野
勝
也
・

石

井
次
郎
訳

『

宗
教
論
』

岩
波
文

庫、

｝

九

　

　
四

九

年
を
使
用
し

、

そ
れ
ぞ

れ

の

該

当
頁
数
を

示
し

た
。

（
26
）

　
そ

の

具
体

的
な

標
的
の
一

つ

は、

カ

ン

ト
の

「

た

ん
な
る

理

性
の

限
界
内
の

宗
教
」

で

あ
る
。

（
27）
　
「

こ

う
し

て

人
間
の

無
限
な
る

宗
教
的

素
質
か

ら

見
て

彼
の

宗
教
心

も

同
冖

契
機
に

よ
っ

て

全
く

独
特
か

つ

斬
新
な

個
体

ぎ
臼
く

己
二
隹

日

と

し
て

生

　

　
ま
れ

出
る

。

［

…
…

］

無
限
の

意
識
の
一

部
が

分
裂
し

、

有
機
的
進
化
の

系
列
中
の
一

定
の

契
機
に

有
限
な

も
の

と

し
て

結
合
す
る

こ

と

に

よ

っ

て
、

　

　
新
し
い

人
す
な

わ
ち
独

特
な

存
在
が

出
現
す
る
」

（
ω

』
 
α

よ
11一

＝

五

頁
）

。
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（
28
）

　
こ

の

よ
う

な
主

題
に

つ

い

て

は
、

諸
岡

道
比
古
『

人

間
に

お

け

る
悪

ー
カ

ン

ト
と
シ
ェ

リ
ン

グ

を
め

ぐ
っ

て
』

東
北
大
学
出
版
会、

二

〇

〇
一

　
　

年、

＝
二

〇

頁
以

下
に

詳
し
い

。

（
29
）
　
原
文
は

Qり
o
ぼ
o

≡
昌
αq
ω

芝
Φ

時
Φ”
昌

四
〇
『

α
 
「

O
「

粛
ヨ
巴
o
信
ω

αq
餌

σ
 

ぼ

o
Φ

β

震

〉
⇒
oa

ロ
信
昌
帥q
＼

げ

奠
四

⊆
ω

ひq
Φ

伊q
Φ
σ
Φ
昌

く
o
コ

目

穹
嘩
Φ
α

Gり
o

芹
σ

鼠
昌

昏゚

　

　
出
眇

ε
普

譽
負

oQo

ぼ

洋
Φ

口

Nq

『

勺

巨
o
ω

8
甑
 

α

嚢

閃

器
ぎ
o圃
叶

」
。。

設
山
。。

H

屮

ζ
口

⇒

鼻
穹”

bd
。

o
厂

お
 
 

を、

訳
文
は

『

世
界
の

名
著
　
続
9
　
フ

ィ

　

　
ヒ

テ

／
シ

ェ

リ
ン

グ
」

中
央
公
論
社、

一

九
七
四

年
所
収
の

渡
辺
二

郎
訳
を

使
用
し

、

そ
れ
ぞ

れ
の

該
当
頁
数
を

示
し

た
。

（
30
）

　
出

雪
ユ

国

曽
一

穹
げ

巽
碧
が

尋
鴨

ミ
の

8
器
遷

焦
叫

ぎ

§
8
蕊
織
◎

§
、

ミ
幾

謙

聾
o

趙

§
織

塁
ミ

ミ
帖

§

ミ

魯

§
ミ
汁

芍

超
q

ミ
ミ

罍

2
Φ

毛

網
o

爵”

　

　
b」
霧
8
じUoo

冨》
HO

刈

ρ

O

』
O
心．

木
村
敏
・

中
井
久

夫
監

訳
『

無
意
識
の

発
見
　

　
力

動
精
神
医

学
発
達
史
』

弘
文

堂
、

】

九
八

〇
年、

上
二

四
二

　
　

頁
。

し
か

し、

心

理
学

説
史
の

古
典
的
著
作
に

こ

の

よ

う
に

明
記
さ
れ
て

い

る

に

も
か

か

わ

ら
ず、

大

半
の
ユ

ン

グ
研
究
に

お

い

て

シ

ェ

リ
ン

グ
が
一

　

　
顧
だ
に

さ

れ
て

い

な

い

と
い

う
事
実
に

つ

い

て

は
、

全
く

奇
異
で

あ
る

と

し
か

言
い

よ

う
が
な

い
。

（
31
）

　
「

一

般
的
形
而
上

学
的
な

意
味
に

お

け
る

不
完
全

性
と

い

う
も
の

は
、

悪

の

も
つ

通
常
の

性
格
で

は

な
い

、

と
い

う
の

も、

悪
は
し

ば
し

ぼ、

善
に

　

　
あ
っ

て

は
ご

く
ま

れ
に

し
か

見
ら
れ
な

い

よ

う
な

、

個
々

の

諸
力
の

卓
抜
な

優
秀
さ

と

結
び
つ

い

て

現
れ

る
こ

と

が

あ
る

か

ら

で

あ
る

。

悪
の

根
拠

　

　
は、

し

た
が

っ

て
、

た

だ
た
ん

に

積
極
的
な
も
の
】

般
の

う

ち
に

あ
る

だ

け
で

は

な

く
て、

む

し
ろ

自
然
が

含
む

最
高
度
の

積
極

的
な

も
の

の

う
ち
に

　

　
あ
る

の

で

な
け
れ
ば
な

ら
な
い
」

（

ω

』
 

O
−

目

11
四
四

〇
頁）

。

（
32）
　
シ
ェ

リ
ン

グ
と

グ
ノ

ー

シ

ス

主
義
の

関
係
に

つ

い

て

は、

山
脇
直
司

「

ド

イ
ツ

観
念
論
と

キ

リ
ス

ト

教
的
グ
ノ

ー

シ

ス
」

（

大
貫

隆
他
編
『

グ
ノ

ー

　

　
シ

ス

　
異
端
と

近

代
』

岩
波
書
店、

二

〇
〇
｝

年
）

、

二

〇
六

ー
八
頁
を

参
照

。

し
か

し
こ

の

記
述
も、

グ
ノ

ー
シ

ス

の

古
代
性
と

シ

ェ

リ
ン

グ
の

近

　
　

代
性
が

十
分
に

意
識
さ

れ
て

い

な
い

た
め

、

両
者
が

安
易
に

同
一

視
さ

れ
て

い

る
。
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