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そ

し

て

何
よ

り、

「

信
」

に

よ

っ

て

二

重

構
造
の

循
環

を

促
し
、

「

現

実
／
虚
構
」

の

あ
り

方
を

人
為

的
に

揺
る

が

す
こ

と

は

可
能
で

あ

り、

と

り

わ
け、

「

虚
構
」

で

あ
る

と

い

う

了

解
が

あ
っ

た

に

も
か

か

わ

ら

ず、

意
識
的
な
ダ

イ
ナ

ミ

ズ

ム

の

利
用
に

よ

っ

て

積
極
的
に

「

メ

タ
ー

概
念
図

式
」

を

変
容
さ

せ

得
、

や
が
て

「

現
実
」

へ

と
影

響
を

及
ぼ

す

よ

う
に

な

り、

そ

れ

自
身
「

現
実
」

の
一

部
と

化
し
て

い

く
よ

う
な

テ

ク

ス

ト、

そ

の

よ

う
な

「

概
念
図

式
」

こ

そ
が

、

「

神
話
」

で

あ
る

と

発
表
者
は

定
義

づ

け
る

。

勺
げ
置
o
ω

ob

げ

冨
b
 
同
 

P
巳
ω

と

い

う
概
念
の

　
　

歴
史
的
変
遷
を

め

ぐ
る

考
察

リ

ア

ナ
・

ト
ル

フ

ァ

シ
ュ

　
「

永
遠
の

哲
学
」

と
は
、

二

十
世

紀
の

初
め

頃
か

ら
、

様
々

な

思

想
家

や

哲
学
的
・

宗
教

的
学
派
に

よ

っ

て

広
く

用
い

ら
れ
る

よ

う
に

な

っ

た

哲

学
的
な

概
念
で

あ
る

。

そ

の

明
確
な

意
味
に

つ

い

て

は
一

致
し

た

見

解
が

存

在
し
な
い

が
、

　一

般
に

「

あ

る
主

題
が

哲
学
の

歴
史
の

中
を

絶
え
ず
流

れ

続
け
て

お

り、

ま

た、

あ
る

不

朽
に

し
て

永
続
的
な
真
理
を、

歴
史
上

の

い

か

な
る

時
代
に

お

け

る

哲
学

書
の

中
に

も

見
出
す
こ

と
が

出
来
る
」

と

い

う

内
容
を

指
す

も
の

と
し

て

理
解
さ
れ

て

い

る
。

現

在
「

永
遠
の

哲

学
」

を

代
表
す
る

と

自
ら

主
張
し

て

い

る

学
派
の

内
で

最
も

有
力
な

の

は、

ル

ネ
・

ゲ
ノ

ン
、

ア

ー
ナ
ン

ダ
・

ク
マ

ー
ラ

ス

ワ

ー

ミ
、

ブ

リ
ッ

チ

ョ

フ
・

シ

ュ

オ

ン

な
ど

を

中
心
と

し
て

前
世
紀
の

三

十
年
代
頃
に

登

場
し

た、
　一

般
に

「

永
逮
の

哲
学
派
」

と

呼
ぼ

れ
て

い

る

も
の

で

あ
る。

彼
ら

に

と
っ

て

「

永
遠
の

哲
学
」

と

は
、

始
ま

り
を
も

た

ず、

ま

た

様
々

に

異

な
っ

た

知
恵
の

表
現
に

お

い

て、

そ

れ

自
体
と

し

て

変
わ

る

こ

と

の

な
い

形
而
上

学
的
な

真
理
を
意
味
し

て

い

る
。

そ

し

て、

こ

う
し
た

真
理
を
歴

史
上
の

あ
ら
ゆ

る

時
代
に

お

け

る

文

書
お

よ

び
口

承

伝
統
の

中
に

見
出
す

こ

と

が

出
来
る

と

彼
ら

は

主

張
す
る

。

　
既
に

二

十
世

紀
の

中
頃
か

ら、

ハ

イ
ン

リ
ヒ

・

ツ

ィ

マ

i
、

ミ

ル

チ

ャ

・

エ

リ

ア

ー

デ、

ス

テ

ラ
・

ク

ラ

ム

リ
ッ

シ

ュ

、

ア

ン

リ
・

コ

ル

バ

ン
、

ジ

ル

ベ

ー

ル

・

デ
ュ

ラ

ン
、

ア

ン

ト

ワ

ー

ヌ

・

フ

ェ

ー

ヴ
ル

な

ど

と

い

っ

た

学
者
た

ち
が
、

何
ら

か

の

形
で

そ
の

影
響
を
受
け
て

い

た
。

ま

た

過

去
数
十
年
の

聞
に、

と

り

わ
け

米
国
や

英
国
で

比

較
宗
教
学
や

宗
教
多

元

主
義
に

つ

い

て

研
究
し
て

い

る

学

者
達
の

永
遠
の

哲
学
派
に

対
す
る
感

心
が

次
第
に

大
き
く
な
っ

て

き
た

。

永
遠
の

哲
学
派
の

思
想
は

宗
教
的
な

も
の

で

あ
り、

ま
た
そ
の

影
響
は

宗

教
学
の

領
域
に

ま
で

広
が

っ

て

き

て

い

る

為
、

宗
教
学
は

同
学
派
の

主
張
を
よ
り

良
く
知
る

必
要
が

あ
る

よ

う

に

思
わ
れ

る
。

一

方、

「

永
遠
の

哲
学
」

と

い

う
概
念
自

体
が
、

そ

れ

本

来
の

用

法
か

ら

現
代
に

お

け
る

同
学
派
の

用
法
に

至
る
ま
で

に
一

体
ど

の

よ
う
な

歴
史
的
変
化
の

過
程
を
辿
っ

て

来
た
の

か

を
明
ら
か

に

す

る

必
要

が

あ
る

だ
ろ

う
。

　
本
発
表
の

目
的
は

以
下
の

通
り
で

あ
る

。

一
、

現
代
に

お

け

る

永
遠
の

哲
学
派
の

思
想
に

関
し
、

そ

の

根
本
的
な
主
張
を
要
約
す
る

こ

と
。

二
、

「

永
遠
の

哲
学
」

と

い

う

概
念
や、

そ

れ
に

相
当
す
る

他
の

表

現
の

歴
史

を、

過
去
へ

と
遡
っ

て

明
ら

か

に

す
る

こ

と
。

三
、

以
上

の

二

点
に

基
づ

い

て
、

「

永
遠
の

哲
学
」

と

い

う
概
念
本
来
の

用
法
と
、

現
代
に

お

け
る

そ

れ

と

を
隔
て

る

約
四

世
紀
の

問
に

、

同
概
念
の

宗
教
的
な

意

味
内
容
が
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ど

の

よ

う
に

変
化
し

て

来
た
の

か

を
明
確
に

す
る

こ

と
。

　

以
上
の

点
に

関
す

る

分
析
か

ら

得
た
結
論
を
ま

と

め
て

次
の

よ

う
に

言

え
よ
う

。

　
一
、

「

永
遠
の

哲
学
」

と

い

う

用
語
の

初
出
は
、

ル

ネ
サ
ン

ス

期
の

哲

学

者
に

し

て

神
学
者
ア
ゴ

ス

テ

ィ

ー

ノ
・

ス

テ

ウ

コ

の

『

永
遠
の

哲
学
に

つ

い

て
』

と

い

う
書
物
の

題
名
に

お

い

て

で

あ
っ

た
よ

う
だ

。

ス

テ

ウ

コ

の

こ

の

概
念
は

三

つ

の

主
な

特
徴
を

有
し
て

い

る
。

 
永
遠
の

哲
学
と

は

そ

も
そ
も

啓
示

さ

れ

た

神
的
な

事
柄
に

関
す
る
知

恵
で

あ

り、

時
代
や

文

化
を

通
じ
て

本
質
的
に

た

だ
一

つ

で

あ
る
。

 
そ
の

唯
一

性
は
原
理
の

唯

一

性
に

よ

っ

て

根
拠
付
け
ら
れ
て

い

る
。

 
原

初
の

啓
示

以
降
こ

の

知

恵

は

次

第
に

忘
れ

去
ら
れ

て

ゆ
く
の

だ
が

、

に

も
か

か

わ

ら

ず、

そ

れ
は

い

つ

で

も、

ま

た

誰
に

よ

っ

て

も、

神
の

観
照
を
通
じ
て

再
度
明
ら

か

に

さ

れ
、

ま
た
認

識
さ

れ

得
る

。

　

二
、

自
ら
の

哲
学
を

特
徴
付
け
る

た
め

に

「

永
遠
の

哲
学
」

の

語
を
用

い

た
二

十
世
紀
の

様
々

な

思
想
家
や

学
派
の

中
で

は、

ス

テ

ウ

コ

が

理
解

し

た
こ

の

概
念
の

要

点
に

も
っ

と
も

近
い

も
の

は
、

永
遠
の

哲
学
派
で

あ

る
。

し
た
が

っ

て、

こ

の

学
派
は
ス

テ

ウ

コ

の

「

永
遠
の

哲
学
」

と

い

う

概
念
の

正

当
な

後
継

者
で

あ
る

と

言
え
る

。

数
世
紀
に

わ
た
る
凋

落
に

も

か

か

わ
ら

ず、

そ
の

「

父
」

が

ス

テ
ウ
コ

で

あ
る

と

見
な
さ

れ
る

「

永
遠

の

哲
学
」

と

い

う
概
念
は、

現
代
の

永
遠
の

哲
学
派
に

お

い

て、

新
た
な

衣
装
を

身
に

纏
い

甦
っ

た
と

も

言
い

得
る

の

で

あ
る

。
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