
Japanese Association for Religious Studies

NII-Electronic Library Service

Japanese 　Assooiation 　for 　Religious 　Studies

第 3部会『宗教研 究』 85巻 4 輯 （2012年）

生

の

自
己
創
造
性
）

の

基
礎
的
機
能
と
し

て

位
置
付
け
ら

れ
て

い

る
。

有

機
的
プ
ロ

セ

ス

の

内
的
目
的
が

プ
ロ

セ

ス

自
体
に

よ
っ

て

決
定
さ
れ

て

い

る

の

に

対
し

て
、

技
術
的
生
産
の

外
的
目

的
は

決
定
さ

れ

て

お

ら

ず、

無

限
の

可
能
性
（
自
由
と

選
択）

に

開
か
れ

て

い

る
。

し

か

し、

こ

の

こ

と

が

手
段
と
目

的
の

転
倒
を

引
き
起
こ

す
。

つ

ま
り

、

手
段
が

可
能
で

あ
る

と
い

う
た
だ
そ

れ

だ

け
の

理
山
で
、

手
段
が

目
的

化
し

て

し

ま

う
。

そ
し

て
、

手
段
の

生

産
が

凵
的
と

な

り、

技
術
は

暴
走

す
る

。

こ

う
し

た

技
術

の

両
義
性
と
い

う
深
刻
な

ジ

レ

ン

マ

を

今
日

の

我
々

の

状

況
に

引
き
寄
せ

て

例
え
る

な
ら
ば

、

原
予
力
発
電
の

功

罪
に

表
れ
て

い

る

と二．
覃
凡

よ

う
。

テ

ィ

リ

ッ

ヒ

が

指
し

示
し

た

よ

う
に、

あ

ら
ゆ

る

被

造
物
の

呻
き
を

聞

き
、

自
然
と
精

神
が

和
解
す
る

新
し
い

存
在
を
望
み、

両

義
性
を

神
律
的

に

超

克
し
て

い

く
方
途
こ

そ
、

我
々

が
歩
む
べ

き

未
来
へ

の

第
一

歩
と
な

る

の

で

は
な
い

か
。

「

相
関
」

と
い

う
問
題

に
つ

い

て

松

　
田

　
健

三

郎

　
テ

ィ

リ
ッ

ヒ

は

オ

ッ

ト

ー

を

評
す
る

。

『

聖
な
る

も
の
』

の

副
題
「

神

的
な
も
の

の

理
念
に

存
す
る

非
ム
冂

理
な
る

も
の
、

な
ら

び

に
合
理
的
な
る

も
の

に

対
す
る

そ
の

関

係
に

つ

い

て
」

、

そ
の

後
半
に

関
し
て

は
、

冖

連

の

未
解
決
の

問
題
が

残
さ
れ
て

い

る、

と

り
わ

け
神
秘
的
な
も
の

と

合
理

的
形
式
と

の

あ
い

だ

に

存

す
る

本
質
的
か

か

わ

り
を

明
示
し
て

い

な
い

と

い

う。

オ

ッ

ト
ー

に

よ

れ
ば
、

「

聖
な
る

も
の
」

と

は

複

合
理
念
で

あ
り

、

そ
の

作
用
原
理
と

し
て

措

定
さ
れ

る
の

が

図
式
な
の

で

あ
る

。

こ

の

よ

う

な
「

図
式
化
」

の

関
係
が
、

聖
な
る

も
の

と

い

う
複
合
理
念
に

お
け
る

、

合
理
的
な

も
の

と

非
合

理
的
な
も
の

と
の

関

係
で

あ
る

。

こ

の

図
式
を、

オ

ッ

ト

ー

は

カ

ン

ト

に

依
拠
し
て

提
示
す
る

。

カ

ン

ト
は

「

時
間
的
図
式

と

因

果
の

カ

テ

ゴ

リ
ー

の

結
合
」

と
い

う
が

、

オ

ッ

ト
ー

に

お

い

て

は

「

カ

テ
ゴ

リ

ー

と

図
式
の

結
合
の

根
拠
」

と
は
な
に

か
。

直
接
の

説
明
も

、

カ

ン

ト

の

超
越

論
的
図

式
と
し

て

の

時
問
に

相
応
す
る
も
の

も
な
い

。

さ

て
、

カ

ン

ト

の

図
式
論
に

立
ち
返
っ

て

み

る

と

「

図
式
論
は

最
も
難
解
な

点
の
一

つ

で

あ
る

。

…
わ
た
し
は

こ

の

章
を

最
も
重

要
な
章
の

ひ

と
つ

で

あ
る

と

考
え
る
」 、

さ

ら
に

は

「

我
々

の

悟
性
の

こ

の

図
式
論
は
、

入

間

の

魂
の

深
み

に

隠
さ
れ
た
技
術
で

あ
る

。

そ

の

コ

ツ

を
わ

れ
わ

れ

が

自
然

か

ら
い

つ

し
か

察
知
し、

こ

れ
を

眼
前
に

顕
に

提
示
す
る

こ

と
は

難
し
い

で

あ
ろ

う
」

と
も
い

わ
れ
る

。

こ

の

意

味
で

、

カ

ン

ト
は

「

魂
の

深
み
」

で

ア

ポ

リ
ア

に

逢
着
し、

「

蹉
跌
」

し

た
。

オ
ッ

ト
ー

の

持
ち
出
す
「

図

式
」

が、

カ

ン

ト

の

超
越
論
的
図
式
論
に

依

拠
す
る

も
の

で

あ
る

な
ら

、

カ

ン

ト
の

ア

ポ

リ
ア

と

「

蹉

跌
」

も
自

身
の

も
の

で

も

あ
ろ

う。

し
か

し、

カ

ン

ト

に

相
違
し

て、

オ

ッ

ト
ー

は

「

仮
定
」

は

す
れ
ど

も
「

措

定
」

は

せ

ず、

そ
こ

に

原
理
的

懸
隔
と

し
て

の

深
遠

を
認
め

た

の

だ

っ

た
。

シ

ェ

ー

ラ
ー

は
、

こ

の

方
法
は

（

純
粋
な
方
法
と
し
て

は）

い

わ
ゆ

る

否
定
神
学
の

方
法
と

根
本
に

お

い

て

異
な
る
も
の

で

は
な
い

と

い

う
。

い

み
じ
く
も
、

オ

ッ

ト

ー

は

随
所
に

神
秘
主
義
者
を
語
り、

か
れ
ら
の

沈

黙
と

し
て

の

饒
舌、

饒
香
と
し
て

の

沈
黙、

そ
の

対
象
を

躄
話
8
口

（
言

い

難
い

も
の
）

と

規
定
し

、

そ
の

言
辞
は

「

総
合
的
な
本

質
的
な
述
語
」

で

あ
る

と
い

う
。

そ

の

極
と
し

て
、

パ

ラ

ド
ッ

ク

ス
、

ア

ン

チ
ノ

ミ
ー

を

あ
げ
る

。

否
定
神
学
の

方
法
で

あ
り、

木
質
で

あ
る

。

さ
て
、

「

な
ぜ

こ

う
し

た

こ

と
ば
遣
い

を

す
る

の

か
。

な
ぜ
こ

の

こ

と
ば

遣
い

が
否
定
神
学
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の

こ

と

ば

遣
い

に

似
て

い

る

の

は

偶
然
で

は

な
い

の

か
」

と
問

う
の

は

デ

リ
ダ
で

あ
る

。

た
と
え
ば、

「

超
i

義
務
と

し
て

の

義
務
」

に
つ

い

て

い

わ

れ
る

。

決

定
は
下

さ
れ

、

自
ら
の

責
任
は

と
る

が、

そ
れ
は、

現
前

化
し

う
る
あ
ら
ゆ

る

規
定
へ

の

閧

係
を

中
断
し

な

が
ら、

し
か
し、

そ
の

巾
断

と

み
ず
か
ら
が

断
ち

切
っ

た
も
の

と
の

現
前
化
し

う
る

関
係
を

保
ち
な
が

ら
で

な
く
て

は
な
ら

な
い

、

い

い

換
え
れ

ば
、

そ
の

規
定
を
台

無
し
に

す

る
こ

と

な

く
思

考
し、

そ

の

縁
を

は
み

出

す
（

ま
σ
o

置
Φ

ご

よ

う
な
脱

構
築
的

系
譜
学
の

も
と
に

、

そ
れ
を

服
せ

し

め

る

よ

う
命
じ
る
こ

と
で

あ

る、

と
。

さ
ら
に

は
、

死
に

つ

い

て

の

知
や
人
間
−

死
学、

生

態
学
や

形

而
上

学
、

他
方、

死
の

実
存
論
的
分
析
論
と
の

あ
い

だ
の

限

界
が

、

保
証

さ
れ
た

縁

∂
o
『

儒

霞
Φ

霧
ω

霞
σ

G

で

あ
る

か
の

よ

う
に

も
は

や
振

舞
う

こ

と

は
で

き

な
い

、

い

い

換
え
れ

ば

還
元

不
可
能
な

ま
で

の

二

重
の

包

摂
、

す
な
わ

ち

包
摂
す
る

も
の

と

包
摂
さ
れ

る
も
の

と
が

諸
々

の

縁
の
、

あ
の

奇
妙
な

ト
ポ

ロ

グ
ラ

フ

ィ

ー

の

な

か
で

自
ら
の

位
置
を

絶
え

ず
交
換

す
る

。

オ
ッ

ト
ー

の

『

聖
な
る

も
の
」

を
評
し
て

、

「

明
示
し
て

い

な
い
」

と
い

う
テ

ィ

リ

ッ

ヒ

は

正

し

か
っ

た

の

だ
。

オ
ッ

ト

ー

に

は

「

な
い
」

の

だ
か
ら

。

し

か

し、

そ
の

「

な
い
」

は
、

い

ま
デ
リ

ダ

に

確
認
さ
れ

た

こ

と
、

す
な
わ

ち
、

自
ら
の

位
置
を

絶
え

ず
交
換
す
る

奇
妙
な

と
ポ

ロ

グ
ラ

フ

ィ

ー

を
そ
の、
司

能
態
と

し
て

秘
め

置
く

も
の

で

あ
る

の

か
も

し
れ

な

い
。

こ

の

可
能
態
か

ら
オ
ッ

ト
i

『

聖
な
る

も
の
』

を

読
み

返

し、

そ
こ

か

ら
、

テ

ィ

リ
ッ

ヒ

の

批
評
を
裏
打
ち
し
て

い

る

「

相
関
」

の

問
題
を
照

射
し

て

い

く
と

き、

見
え
て

く
る

も
の
、

隠
蔽
し
つ

つ

露
呈

し
て

く
る
で

あ
ろ

う
も
の

を

待
ち
た
い

（
ω

げ

蓉

窪
α

話
）

。

　
　
こ

の

も
の

は
、

そ
こ

に

現
前
し
て

い

る
か

、

あ
る

い

は

現
前
し
て
い

　
　

な
い
。

こ

の

も
の

は

突
破
す
る
か
、

あ
る

い

は

突
破
し
て

い

な
い

。

…

そ
れ
は

理
性
的
領
域
の

彼
方
に
存
在
す
る

根
源
的
所
与
な

の

で

あ

る
。

し
か

も
な
お
こ

の

も
の

は
、

こ

の

領
域
へ

の

か

か

わ

り
な
し
に

は

あ
り
え
な
い

。

（
テ

ィ

リ
ッ

ヒ
）

宗
教
的
実
在
論
と

象
徴

　

ー
波
多．
野
と
テ

ィ

リ

ッ

ヒ

芦

　
名

　
定

　
道

　
近

代
以

降
の

世

界
に

お
い

て
、

キ

リ

ス

ト
教
を
は

じ

め
と

し
た

諸
宗
教

は

様
々

な

問
い

や

批
判
に

晒
さ
れ

て

き
た

（
宗
教
は
欲

望
の

投
影
で

あ

る
、

イ

デ

オ
ロ

ギ

ー

に

過
ぎ
な
い

な
ど

）

。

近

代
人
は

宗
教
を

卒
業
し
た

（
あ
る

い

は

す
べ

き
で

あ
る
）

と

言
わ

れ
て

、

す
で

に

久
し
い

年
月
が

経

過
し

た
。

こ

の

問
題
状

況
こ

そ

が
、

現

代
に

お
い

て

宗
教

哲
学
を

論
じ
る

前
提
で

あ
る

こ

と
を

確
認
し

な

け
れ

ば
な
ら

な
い

。

　

本
発
表
で

は
、

以
上
を
念

頭
に

揖
き
な
が

ら
、

宗
教
経
験
の

事
実
性
と

い

う
視
点
か

ら

宗
教
哲
学
の

可
能
性
を

論
じ

て

み

た

い
。

そ
の

た
め

に

参

照
さ
れ
る

の

は
、

「

科
学
が

可
能
で

あ
る

た
め

に

は、

そ
の

対
象
で

あ
る

世
界
は

ど
の

よ

う
で

な

け
れ

ば

な
ら

な

い

か
」

と

い

う
視
点
か

ら

構
築
さ

れ
た

ロ

イ
・

バ

ス

カ

ー

の

科
学
哲
学
で

あ
る

が
、

本
発
表
で

は
、

カ

ン

ト

批
判

哲
学
以

降
の

思
想

状
況
に

お

け
る

宗

教
的

実
在
論
の

問
題

に
対

し

て、

象
徴
論
か

ら
の

接
近
が

試
み
ら
れ

る
。

そ
の

た

め

に
、

取
り
上

げ
ら

れ
る

の

が
、

テ

ィ

リ
ッ

ヒ

と

波
多
野
の

占
典
的
な
宗
教
哲
学
で

あ
る

。

　

ま
ず、

テ

ィ

リ

ッ

ヒ

の

象
徴
論
と

神
話
論
を

概
観
し
よ

う
、

テ

ィ

リ
ッ

ヒ

の

象
徴
論
は
、

一

九
二

〇

年
代
か
ら
五

〇
年
代
へ

と

至
る
過
程
で

様
々

な
変
遷
を

示
し
つ

つ

も、

意
味
論
（
多
義
性、

指

示
機
能
）

、

形
態
論
（
言

（1089）255
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