
Japanese Association for Religious Studies

NII-Electronic Library Service

Japanese 　Assooiation 　for 　Religious 　Studies

『宗教研究』 85巻 4輯 （2012年）第 4 部会

我
意

、

偶
像

崇
拝

、

肉

欲
、

こ

の

世
へ

の

愛
な
ど

に

人

問
を
落
と
し

入
れ

る

こ

と

で

あ
る．、

そ

し

て
、

人

を

滅
び
へ

と

導
く
こ

と
で

あ
る

。

こ

の

よ

う
に

、

ウ
ェ

ス

レ

ー

は
天

国
と
地
獄
の

両

方
の

存
在
を

信
じ、

悪
魔
の

支

配
下
に

あ
る

人
は

地

獄
に

導
か

れ
る

と

考
え
た
。

だ
か

ら
キ
リ

ス

ト
に

よ

っ

て

新
生

し
な

け
れ

ば

「

彼
は

必

然
的
に

滅
び

な

け
れ

ば
な

ら
な
い
」

（

同
、

六
八

頁
他）

。

キ

リ

ス

ト

か
ら

新
生

す
る

と

は
、

悪

魔
の

支
配
か
ら

出
て

キ

リ

ス

ト

の

支
配
に

入
る

こ

と
で

あ

り
、

そ

う
し

な
い

者
は
悪
魔
に

よ

っ

て

地
獄
に

入
る

と
い

う
の

で

あ
る

。

地

獄
に

入
る

「

も
っ

と
も
普
通

な

原
因
は
、

何
ら
か
の

種
類
の

罪
で

あ
る
」

（

同
、

七
八

頁
∀

。

そ

れ

は

「

わ
れ
わ
れ

の

心
を

盲
目
に

し

暗
く
す
る
」

（
同、

八
＝ ．
頁）
．、

人
問
は
、

「

悪
し

き
こ

の

世
に

、

邪
悪
な
・

捕
え

難
い

・

意
地

悪
の

霊
た

ち
の

間
に

住
ん

で

お
り

、

あ
ら
ゆ

る

悪
を
行
な
い

か
ね
な
い

心
を
も
っ

て

い

る

か
ら

で

あ
る
」

（
同、

九
九

頁
）

。

し

か

し
、

「

信

仰
と

言
う
基
礎
の

上
に

希
望

は

立
っ

て
」

（

同、

一
一

八
頁）

こ

の

世
の

悪
魔
と

戦
う
こ

と

が

で

き
る

。

ウ
ェ

ス

レ

ー
に

よ
れ
ば

、

こ

の

世
は
悪
魔
の

支
配

と

神
の

支
配
の

せ

め
ぎ

あ
う

場
所
で

あ
り

、

そ
の

中
で

ウ
ェ

ス

レ

ー

の

説
教
は、

悪

魔
の

支
配
か

ら
民

衆
を
救

う
力
を
持
っ

て

い

た
。

そ

れ

ゆ
え

救
い

を

求
め
る

民
衆
に

受

け
入
れ

ら
れ、

歓
迎
さ
れ
た
の

で

は
な
い

か

と
思

う．、

カ

ン

ト
の

人
間

観
と

最
高

善

南

翔

一

朗

　
『

実
践
理

性
批
判
』

第
一

部
第
二

篇
「

純

粋
実
践
理
性
の

弁
証
論
」

に

お
い

て
、

カ
ン

ト
は

第
一

篇
「

純
粋

実
践
理
性
の

分
析
論
」

ま
で

は
否

定

的
に

扱
っ

て

き
た

幸
福
を

自
己
の

哲
学
的

思

惟
の

う
ち
に

取

り
込
み

、

「

最
高

善
」

の

名
の

下
に

道
徳
性
と

幸
福
の
一

致
を
主．
張

す
る

の

で

あ
る

が、

本
発
表
の

目

的
は
こ

の

分
析
論
と

弁
証
論
に

お
け
る

共
通
点
と
差
異

を

考
察
す
る

こ

と
で、

カ

ン

ト
が
何
を
基
盤
と

し
て

道
徳
性
と

幸
福
の
一

致
を
主

張
す
る

の

か
を
明
ら
か
に

す
る

こ

と

で

あ
っ

た
。

　
カ

ン

ト
は
、

弁
証
論
の

冒
頭
で

「

理
性
的
有
限
的
存
在

者
」

に

と
っ

て

の

最

高
善
に

お

い

て

は、

徳
と

徳
に
ふ

さ
わ

し
い

幸
福
が
総

合
的
に、

す

な
わ
ち

因
果

律
に

よ
っ

て

結
び

つ

か
ね
ば

な
ら
な
い

と

主

張
す
る
。

こ

う

し
て

、

徳
と

幸
福
の

関
係

性
は

原
因
と

結

果
の

関

係
性
と
し
て

理

解
さ

れ

ね
ば
な
ら

な
い

と
さ
れ
る

の

で

あ
る
が

、

カ

ン

ト
に

よ
る

と
、

徳
を
生
み

出

す
道
徳
法

則
と

幸
福
を
生
み

出
す
自
然

法
則
は

ま
っ

た

く
異
質
な
原
理

で

あ
る
た
め
、

こ

の

よ
う
な
徳
と
幸
福
の

因
果
的

結
合
が
お
の

ず
と
生
ず

る

と

安
易
に

考
え
る

こ

と

は
で

き
な
い

。

こ

う
し
て

人
間
の

実．
践
理
性
は

ア

ン

チ
ノ

ミ

ー

に

陥
る

の

で

あ
る

が、

カ

ン

ト
に

よ

る

と
こ

の

よ

う
な
ア

ン

チ

ノ

ミ

ー

は

批

判
的
に

解
消
さ
れ

う
る

。

す
な
わ
ち

、

感
性
界
に

属
し

な
が
ら
も
道

徳
法
則
と
い

う
叡
智
界
の

原
理
を
保

持
す
る

人

間
は
、

英
知

的
な
も
の

で

あ
る

徳
が
原

因
と

な
っ

て

感

性
界
に

お

け
る

幸
福
が
、

間
接

的
に

（
自
然
の

知

性
的
な

創
造
者
を
介
し
て）

結

果
す
る

と

考
え
る

こ

と

が
で

き
る

の

で

あ
る

。

　
以
上
の

こ

と
か
ら
も
わ
か
る

よ
う
に

、

カ

ン

ト
は

「

理

性
的
有
限
的
存

在
者
」

と
し
て

の

人

間
の

視
点
か
ら

徳
と

幸
福
の

結
合
の

必

要
性
を

主

張

し、

さ
ら
に

ア

ン

チ

ノ

ミ

ー

に

陥
っ

た
徳
と

幸
福
の

因
果
的
結
合
を
、

道

徳
的

存
在
者
と
し

て

の

人
間
を
よ
り
ど
こ

ろ

に

し
つ

つ

二

世
界
論
を

導
入

す
る

こ

と
で

解
消

す
る

。

こ

の

よ
う
に

、

カ

ン

ト
は

弁
証
論
に

お

い

て

人

間
の

視
点
か
ら

可

能
な
最亠
咼
の

善
を

問
題
に

し

て

お

り
、

最亠
咼

善
の

考
察
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に

お
い

て

は
人

間
が

主

体
的
な

役
割
を

演
じ

て

い

る

の

で

あ
る

。

　
こ

れ

に

対
し

て
、

分
析
論
に

お

け
る

人
間
の

位

眉
づ

け
は

や
や

異
な
っ

て

い

る
。

分
析
論
に

お

い

て

カ

ン

ト

は

神
と
人

間
の

そ
れ

ぞ

れ

が

道
徳
法

則
と
ど
の

よ

う
な

関
係
を

持
つ

の

か

を

論
じ

て

い

る
。

感
性
的
で

あ
る

が

ゆ

え
に

有
限
で

あ
り、

主

観
的

な
願
望
を

持
つ

こ

と
で

道
徳
法
則
に

反

し

う
る

人

間
に

と

っ

て
、

道
徳
法
則
は

強
制
と

し

て

命
法
と
い

う
形
式
で

現

れ

る
。

こ

れ

に

対
し
て
、

無
限

的
存
在
者
で

あ
る

神
に

と
っ

て

は

道
徳
法

則
は

命
法
と
は

な

ら
な
い

。

な

ぜ

な

ら
、

神
は

道

徳
法
則
の

み

を

す
で

に

必

然
的
に

意
志
し

て

お
り、

す
で

に

欲
し
て

い

る

事
柄
を
強
制
さ
れ
る

こ

と
は

で

き
な
い

か

ら
で

あ
る

。

こ

の

よ

う
に
、

分
析
論
に

お

い

て

カ

ン

ト

は

道
徳
法
則
と

の

関
係
に

お
い

て

人
間
と

神
を

偏
り
な

く
扱
う

。

そ
し
て

そ
の

場
合、

道
徳
の

キ

体
は
理
性
的
存
在
者
一

般
で

あ
り、

人
聞
は

理
性

的
存
在
者
の
一

ケ
ー

ス

に

す
ぎ
な
い

の

で

あ
る

。

　
こ

の

よ

う
に、

分
析
論
と
弁
証
論
の

間
に

は

議
論
の

展
開
に

お
け
る

人

間
の

位
置
づ

け
・

役
割
に

関
し

て

大
き
な
差
異
が

あ
る
。

分
析
論
に

お
い

て

人
間
は

理
性
的
存
在
者
の
一

ケ
ー

ス

に
と

ど

ま

り、

道
徳
の

主
体
は

理

性
的
存
在
者
全
般
で

あ
っ

た
。

し
か
し、

弁
証
論
に

お

い

て

最
高
善
を
欲

す
る
主

体
は

た

だ

人
間
の

み
で

あ
り、

人
聞
の

み

の

視
点
か

ら
議
論
が
展

開
さ
れ

る
の

で

あ
る

。

す
な
わ

ち、

最
高
善
の

議
論
は

考
察
の

対
象
を
人

間
に
限
定
す
る
こ

と
に

よ

っ

て

始
め

て

可
能
に

な
る

の

で

あ
っ

て
、

弁
証

論
に

お
け
る

幸
福
の

主
題

化
と

は

理
性
的
有
限
的
存
在
者
と

し
て

の

人
間

の

主
題
化
に
他
な
ら
な
い

の

で

あ
る

。

　

本
発
表
で

は

カ

ン

ト
に

お
け
る
幸
福
の

主
題
化
を
人
間
の

主
題
化
と

し

て

論
じ
た

に
過
ぎ
な
い

が
、

こ

の

最
高
善
を
通
し

て

魂
の

不
死
・

神
の

現

存
在
が
要
請
さ
れ、

カ

ン

ト
の

宗
教
哲
学
が
具
体
的
な
形
を

と

り
始
め

る

た
め

、

最
高
善
を

欲
す
る

と
い

う
こ

と
を

も
意
味
す
る
。

そ
れ
ゆ
え、

カ

ン

ト

の

宗
教
哲

学
の

方
法
を

明
ら
か

に

す
る

た

め

に

も、

最
高
善
に

お
け

る

幸
福
の

主

題
化
の

根
拠
の

明

確
化
は

重

要
な

意
義
を

持
つ

と

思
わ

れ

る
。

フ

ィ

ヒ

テ

宗
教
論
の

展
開
と

シ
ェ

リ

ン

グ

諸

　
岡

　
道

比

古

　

感
性
界
と
超

感
性
界
と
を
、

カ

ン

ト

は

『

判
断
力
批
判
」

に

お
い

て

合

目

的
性
と
い

う
概
念
に

お

い

て

統
一

し

よ

う
と

試
み
た

。

し
か
し
フ

ィ

ヒ

テ

も
シ
ェ

リ
ン

グ

も、

一

つ

の

原
理
か

ら
そ
の

統
一

を

導
出
で

き
て

い

な

い
、

と
カ

ン

ト

を

批
判
す
る

。

例
え
ば
、

理
論
哲
学
と

実
践

哲
学
を
結
び

つ

け
る

も
の

で

あ
る

全
哲
学
の

基
礎
を

論
じ
て

い

な
い
、

と

フ

ィ

ヒ

テ

は

『

全

知
識
学
へ

の

第
二

序
論
』

で

述
べ

、

シ

ェ

リ

ン

グ

は

『

全

知
識
学
の

基
礎
』

に

刺
激
を

受
け
て

書
き
上
げ
た

『

哲
学
原
理
と

し
て

の

自

我
に

つ

い

て
』

に

お

い

て
、

批
判
哲
学
の

諸
成
果
を
一

切
の

知
の

究

極
的
原
理
に

還
元
し
て

叙
述

す
る
、

と

し
て

い

る
。

ブ

イ

ヒ

テ

も
シ

ェ

リ
ン

グ
も
と
も

に

同
じ

意
図
か

ら

自
ら
の

哲
学
を
形
成
し
始
め
、

と

も
に

絶

対
的

自
我
に

よ

っ

て

そ
の

統
一

を

図
ろ

う
と

す
る

。

　

両
者
の

始
ま

り
は

絶
対
的
自
我
で

あ
っ

た

が、

次
第
に

そ
の

内

容
の

齟

齬
が
出
て

く
る
。

シ
ェ

リ

ン

グ

は
『
近
世
哲
学
史」

に

お
い

て
、

フ

ィ

ヒ

テ

は
絶
対
的
自
我
を

「

人
問
的
な
自
我
と

し
て

の

み

把
握
し
て

い

る
」

と

し、

ま
た

『

啓
示
の

哲
学
』

に

お
い

て
、

フ

ィ

ヒ

テ

が

彼
の

通

俗
哲
学
書

『

浄
福
な
生
へ

の

指
教
』

な
ど
で

唯
一

実
在
的
な

も
の

で

あ
る

絶
対
者
を
、
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