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「

世

界
を
宗
教
的

に

見
る
」

と
い

う
観
念
に

つ

い

て

飯

　
田

　
篤

　
司

　
宗
教
の

独
自
性
を

語
る
レ

ト

リ
ッ

ク

と
し

て
、

伝
統
的
に

宗
教
に

お

け

る

私
秘
的
な
内
的

経
験
の

特
殊
性
が

強
調
さ

れ

る

こ

と

が

多
か
っ

た
が

、

そ
の

研
究
上
の

困

難
と
問
題
も

指
摘
さ

れ
て

き
た

。

二

十
断

紀
に
は

そ
れ

に

代
わ

り、

人
間
の

世

界
経
験
を

介
在
す
る

言
語
的
契
機
が

前
景

化
し

、

こ

こ

に

「

世
界
を

宗
教
的
に

見
る

（
経
験

す
る
／
解
釈

す
る
）
」

と
い

う

問
題
系
が
成
立
し
て

い

く
。

そ
れ

は

内

的
な
私
秘
的
領
域
に

閉
塞
し
た
宗

教
の

存
立
様
相
を、

言
語

的
な
公

共
性
へ

開
放
し
て

い

く
意

義
を
も
担
っ

た
。

　
こ

の

よ

う
な
宗
教
的
世

界
観
の

特
殊
性
を
支
え
る

言
語
的

契
機
に

は
、

「

言

語
的
概

念
枠
モ

デ

ル
」

の

み

な

ら

ず、
「

言

語
的
フ

ァ

ク

タ

ー

モ

デ

ル
」

も
挙
げ
る

こ

と

が
で

き
よ

う
。

前
者
は

狭
義
の

言
語
相
対
主

義
と
も

言
え、

近
代
に

現
出
し
た

宗
教
の

多
元
的
光

景
を
前
に
、

近

代
西
欧
と
は

異
質
な、

非
西
欧
世
界
の

精
神

性
・

心

性
・

世
界
観
を

支
え
る

言
語
的
枠

組
み
と

そ
の

自
律
的
な
価
値
に

焦
点
を
当
て

る

も
の

で

あ
る

。

そ
れ
に

対

し

て

後
者
は

狭
義
の

宗
教
言
語
と
も
言
え、

近
代
に

お

け
る

文
化
的
な

多

元
的
言
説
状
況
の

中
で
、

円

常

的
・

科

学
的
世
界
経
験
と

は

異
質
な、

通

常
の

字
義
的
意
味
を
超
過
す
る

非
字
義
的
な

象
徴
な
ど
の

言
語
契
機
に

依

拠
す
る

も
の

で

あ
る

。

両
者
と

も
、

日

常、
言

語
使
用
や

科
学
的、
言

語
使
用

に

は

回
収
さ
れ

な
い

独
自
の

宗
教
的
真
理
や

意
味
を

語
る
宗
教
的
言
語
契

機
と

い

う
理
念
に

基
づ

く
も
の

で

あ
り

、

世

界
経
験
の

本
質
的
な
媒
介
と

し

て

の

言
語
の

働
き
ゆ
え
に、

外
部
か
ら
の

批
判
を

原
理
的
に

免
れ

た
領

域
を

確
保
す
る

と
い

う
意

味
に

お
い

て

は
共
通
の

構
制
に

あ
る．、

さ
ら
に

そ
の

前
提
に
は
、

「

鏡
の

比

喩
」

（

菊゜
菊
o

詳
｝・）

の

下
に

知
識
の

十
全
性
を

証
し

よ

う
と

す
る

認
識

論
的

問
題
設

定
の

下
、

「

無

組
織
の

所
与
と

し
て

の

内
容
／
経
験
を
組
織
化

す
る

図
式
」

と

い

う
二．
兀

論
の

存
在
も
指
摘
さ

れ
よ

う
。

　
言
語
に

よ

る

文
化
相
対

性
と

い

う
発
想
は
、
．

言

語
を

「

思
考
の

鋳
型
」

と

喩
え
た

サ
ピ

ア
ーー

ウ

ォ

ー

フ

仮
説
に

象
徴
さ
れ
る

よ

う、

二

十
世
紀
半

ば

ま
で

に

は
、

言
語
学
の

み

な
ら

ず
文
化
人
類
学
や

関
連
諸
分
野
に
お
い

て

も
広
く
流
布
し、

一

時

代
的
な
思
潮
を
な
し
て

い

っ

た
。

し
か
し
人
間

の

知
覚、

認
知、

行
動
ま
で

を
も
規
制
す
る

よ

う
な
言
語
決
定
論
は
、

そ

の

後
の

方

法
論

的
批

判
と

実
証
主
義
的
研

究
の

蓄
積
の

過
程
で

斥

け
ら

れ、

次
第
に
単
な
る
言
語
間
に

お
け
る

「

関
心
の

違
い
」

に

ま
で

逓
減
し

て

い

く
。

　
さ
ら
に

は

理
論
的

水
位
に

お
い

て

も、

D
・

デ
イ
ヴ
イ

ッ

ド
ソ

ン

ら
に

よ

っ

て

言
語
概
念

枠
モ

デ

ル

に

は

批
判
が

寄
せ

ら

れ
て

い

る
。

〈

概
念
／

内
容
V

〈

言

語
／
現
実
〉

と
い

っ

た

伝
統
的
二

元

構
制
自
体
を

「

経
験
主

義
の

第
三

の

ド
グ
マ
」

を
放
棄

す
る

時、

も
は

や
「

言
語
的
な
境
界
」

と

は
、

越
境
が
許
さ
れ
な
い

倫
理

的
境
界
を
意
味
す
る

も
の

で

は

も
は

や

な

く
な
っ

て

い

く
。

　
こ

の

時
ま
た
、

独
自
の

宗
教

的
体
験
を
支
え
る
言
語
的
フ

ァ

ク
タ
ー

も

同
様
に

全

体
論
的
な
相
の

下

に

と

ら
え
返
さ
れ、
「

宗
教

独
自
の

真
理

性
」

と

い

う
理
念
白
休
も
問
わ

れ
、

そ
し
て

シ

ン

ボ

ル

や
メ

タ
フ

ァ

ー

も
そ
の

秘

教
的
な

色
彩
を

薄
め

て

い

く
こ

と

と
な

る
。

肉
7
ー

イ
ヴ
ィ

ッ

ド

ソ

ン

で

は
、

字
義
的
意
味
と

は
異
な
る

象
徴
的
意
味
の

存
在
自

体
が
否

定
さ
れ

、

比
喩
の

意
義
は

比
喩

表
現
の

使
用

法
に

あ
る
と

さ
れ
る

。

こ

う
し
た
脱

神
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秘

化
さ

れ
た

象
徴
論
・

宗

麩．
言

語
論
を

宗
教
研
究
に

敷
衍
す
る

試
み

も
、

N
・

フ

ラ

ン

ケ
ン

ベ

リ

ー

や

H
・

ペ

ン

ナ
ー

ら

に

よ

っ

て

な
さ
れ
て

い

る
。

　

今
日
な

お、
「

世

界
を

宗
教
的
に

見
る
」

こ

と
は

可
能
で

あ
り
現

実
で

も

あ
る
。

た

だ
、

そ
れ

は

「

宗
教
的
関
心
を

持
っ

て

世
界
を

見
る
」

こ

と

以
上

を

意
味
し
な
い

の

で

あ
れ

ば
、

他
者
か

ら
の

「

介
入
」

を

原
理

的
に

阻
む

も
の

で

も
な
く、

ま
た
、

言
語
的
に

支
え
ら

れ
る

内
的
同
一

性
を

保

証
す
る

も
の

で

も
な
い

。

た

だ
、

こ

れ

は

言
語
と
い

う
支
え
を

喪
失
し
た

「

宗
教
の

揺
ら

ぎ
」

を

意
味
す
る

も
の

で

も

な
い

。

そ
れ

は
一

方
で

は
、

グ

ロ

ー

バ

ル

化
仕
会
が
す
で

に

不
可
避
の

現
実．
と

な
っ

た

現
在、

言
語
相

対
主
義
的
な
相
互
不
可
侵
的
な

「

倫
理
」

を

超
え、

他
者
へ

の

寛
容
と

尊

重．
の

念
を
持
っ

て

共
に

共
生
を

目
指
す
宗
教
の

在
り
方、

そ
し

て

他
方
で

は
、

他
の

文

化

領
域

か
ら

隔
絶
さ

れ

た

自
閉
的
な

宗
教
の

自

画
像
を
超

え
、

時
代
の

中
で

絶
え
ず
生
成
し
て

い

く
創
造
的
な
宗
教
像
を

描
く
希
望

を

も
意
味
す
る

も
の

で

あ
ろ

う。

ク

リ

ア

ー

ヌ

の

思
想
に

お

け
る

　

反
ソ

ヴ
イ
エ

ト
的
「

宗
教
」

奥

　
山

　
史

亮

　
本
発
表
は、

社
会
主
義
国
家
ル

ー

マ

ニ

ア

を
亡
命
し
た

宗
教
学
者
で

あ

る

ヨ

ア

ン
・

ペ

ト
ル
・

ク
リ

ア

ー

ヌ

に

と
っ

て、

宗
教
が
普
遍
的
な
広
が

り
を
有
す
る
（
有

す
る
べ

き）

と

論
じ

る

こ

と

は

ソ

ヴ
ィ

エ

ト

や
ル

ー

マ

ニ

ア

の

社
会
主
義
政
権
が
創
り
出
す
文
化
価
値
に
抗
す
る

日
的
を
有
し
て

い

た
の

で

は
な
い

か

と
い

う
仮
説
を

提．
小

す
る

。

そ
し
て、

こ

の

仮
説
の

妥
当
性
を

検
討
す
る

た

め

に
、

亡

命
者
組
織
の

機
関
誌
に

掲
載
さ
れ
た
ク

リ
ア

ー

ヌ

の

政
治
的
論
説
の

内
容
を

整
理
し
、

宗
教
理
論
と

照
ら
し
合
わ

せ

る

作
業
を
行
な
う。

ク

リ

ア

ー

ヌ

は
、

一

九
八

九

年
一

二

月
の

チ

ャ

ウ

シ
ェ

ス

ク

政
権
の

崩
壊
か

ら
一

九
九
一

年
五

月
の

死
ま
で

の

期
間、

お
よ

そ
三

〇

編
の

論
説
を

発
表
し
て
、

「

革
命
」

が

チ

ャ

ウ

シ
ェ

ス

ク

政

権
内

の

ク
ー

デ

タ
ー

で

あ
っ

た

こ

と
や

「

革
命
」

へ

の

ソ

ヴ
ィ

エ

ト

の

関
与
な

ど

を
主

張
し
た

。

「

死
者
た
ち
の

対
話
」

は
一

九
九
〇

年
六
月
に

『

自
由

な

る

世
界
』

に

掲
載
さ
れ

た

論
説
で

あ
り、

革
命
後
に

政
権
を

掌
握
し
た

救
国
戦
線
の

リ

ー

ダ
ー
、

イ
オ

ン
・

イ

リ
エ

ス

ク
と

処
刑
さ
れ

た

ニ

コ

ラ

エ

・

チ

ャ

ウ
シ
ェ

ス

ク

の

亡
霊
が
KGB

の

仲
介
に

よ

っ

て

対
談
を

行
な

う
と
い

う
形
式
で

書
か

れ

て

い

る
。

こ

の

対
談
で

は
、

イ
リ
エ

ス

ク

率
い

る

暫
定
政

権
は

ソ

ヴ
ィ

エ

ト
か

ら
の

支
援
の

も
と
チ

ャ

ウ

シ
ェ

ス

ク

体
制

を

忠
実
に

継
承
し
て

い

る

こ

と
が

強
調
さ
れ

て

い

る
。

さ
ら
に
、

一

九
九

〇

年
九

月
に

「
自
由
な
る

世
界
」

に

掲
載
さ

れ

た

「

空
想
科
学
政
治
」

に

は
、

ソ

ヴ

イ

エ

ト
や
ル

ー

マ

ニ

ア

の

政

治
動
向
に

つ

い

て

の

ク

リ
ア

ー

ヌ

の

見
解
が

SF

的
な

論
調
に

よ
っ

て

示
さ
れ

て

い

る
。

ク

リ
ア

ー

ヌ

に
よ

れ

ば
、

KGB

の

長
で

あ
る

ユ

ー

リ
・

ア
ン

ド

ロ

ポ

フ

は
、

政
治
上

の

問

題
に

関
し

て
、

あ
り
と

あ
ら
ゆ

る

選
択
肢
と
、

そ
の

選
択
肢
が

導
き
出
す

結
果
と

を

瞬
時
に
示
す
こ

と
が

で

き
る

と
い

う
ス

ー

パ

ー

コ

ン

ピ

ュ

ー

タ

ー

に

よ

っ

て
、

社
会
主

義
が

状
況
に

よ
っ

て

ど
の

よ

う
に

展
開
す
る

の

か

に

つ

い

て

の

実
験
を

行
な
っ

た
。

そ

の

実
験
に

使
わ
れ

た

場
所
が、

ル

ー

マ

ニ

ア

や

ハ

ン

ガ

リ
ー
、

ポ
ー

ラ

ン

ド

と
い

っ

た
ソ

ヴ
ィ

エ

ト

の

衛
星
国

家
で

あ
っ

た
。

ア

ン

ド

ロ

ポ
フ

は
、

社

会
主

義
体
制
が

し

か

れ

た

そ

れ
ぞ

れ

の

衛
星

国
家
を
平
行
世
界
と
み

な

し

た
。

そ

し

て
、

そ
れ
ぞ

れ
の

傀
儡

政
権
に

対
し
て
、

ス

ー

パ

ー

コ

ン

ピ

ュ

ー

タ

ー

の

選
択
肢
に

そ
っ

て

異
な
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