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ル

ド
ル

フ
・

シ
ュ

タ

イ

ナ
ー

神
秘
主

義
に

お

け
る

宗
教
性

西

　
井

美

　
穂

　

本
発
表
で

は
、

十
九

世
紀
末
か
ら
二

十
世
紀
に

か

け
て

ド
イ
ツ

で

人

智

学

〉
⇔

些
肘

oOo

ω

ob

巨
 

を

提
唱
し

、

普
及
さ
せ

た

ル

ド
ル

フ
・

シ
ュ

タ

イ
ナ

ー

（
菊
q
畠
o
罵

幹
Φ

冒

巽
、

八

六
一

−
一

九
二

五）

の

思
想
を、

宗
教

性
と
い

う
観
点
か

ら
分
析
す
る

も
の

で

あ
る

。

人
智
学
は

感
覚
で

捉
え
る

こ

と
の

で

き
な

い

世
界
を

現
実

と
見

做
し

科
学

的
に

捉
え
て

い

こ

う
と

す

る

「

精
神
科
学
」

に

基

盤
を

置
く
も
の

で

あ
る

。

こ

う
し

た
思

想
が

、

一

般
に

は

神
智
学
な
ど
の

神
秘
主
義
と
混
同
さ

れ
る

こ

と

も
あ
り

、

い

ま
だ

思
想

面
に

お

け
る

厳
密
な

検
討
は
な
さ
れ
て

い

な
い

。

そ
の

背
景
に

は
、

シ
ュ

タ

イ
ナ

ー

自
身
が

「

誰
に

で

も

分
か
る

表

現
」

を

用
い

て

い

な
い

こ

と
や
、

「

精

神
科

学
」

に

基
盤
を
お
く

神
秘
主

義
へ

の

人
々

の

警
戒
心

、

あ
る

い

は

シ
ュ

タ

イ

ナ
ー

を

信
奉
す
る

人
々

が

周
囲
と
の

溝
を
つ

く
っ

て

き
た
こ

と
な
ど

が

あ
る
。

戦
前
の

日

本
へ

の

シ

ュ

タ

イ

ナ
ー

思
想
の

受

容

の

過

程
を
み

て

も
、

彼
の

著
作
で

取
り
上

げ
ら
れ
た
の

は

主
に

シ
ュ

タ

イ

ナ

ー

が

神
智
学
徒
と
し

て

活
動
し
た
中
期
の

「

神
智
学

N
曹
毳

愚
ミ
皇

、

「

神
秘
学
概

論

b
蹄

O
簿
竃
ミ

ミ
饕
§
饕
隷

ミ
こ
ミ

§
註
鋤
』

な
ど
の

神

秘

主

義

的
著
作
で

あ

り、

初

期
の

『

自
由
の

哲
学

b
暗

、

ミ、
翕
愚
ミ
鴨

魯
、

専
竃

ぎ
塵

な
ど
の

哲
学
的
著
作
は

取
り
上

げ
ら
れ

て

い

な
い

。

思

想
研

究
に

お
い

て

は
、

こ

う
し

た
現
状
は

今
で

も

変
わ
ら
な
い

。

　
し
か

し
、

シ
ュ

タ

イ

ナ
i
思

想
は、

果
た
し
て

神
秘
主

義
と
い

う
枠
に

閉
じ

込
め
ら
れ

る

も
の

で

あ
ろ

う
か

。

彼
は
人

智
学
を

科
学
思
想
と
見

做

し
て

い

た
。

宗
教
と

距
離
を
お

く
「

科
学
」

と
し

て

の

思
想
を

構
築
し

よ

う
と
し
た

。

彼
が

自
ら

の

思

想
を
宗

教
と

切
り
離
さ
れ

る

こ

と
を

切
望
し

た
の

は

様
々

な
理

山
が

考
え
ら
れ

る

が
、

科
学
へ

の

志

向
は

強
い

。

し

か

し、

そ
の

「

科
学
性
」

と
と
も
に

彼
の

思

想
は

宗
教
性
を

包
含
し

て

い

る

の

で

あ
る

。

　
『

自
由
の

哲
学
』

は
、

シ
ュ

タ
イ
ナ

ー

が

哲
学
的
思

索
を

集
中
的
に

行

っ

た
十

代
後

半
か

ら
二

十

代
に

か

け
て

の

集
大
成
で

あ
り、

こ

の

著
作
の

中
で

彼
は

西

洋
的

思
惟
の

伝
統
的
特

徴
で

あ
る

二

元
論
を

批
判
し
、

一

元

論

ζ
o

巳
゜・

ヨ

昜

を

提
唱
し
た

。

と

り
わ

け
カ

ン

ト

は

二

元
論
を
固

定
さ

せ
た
と
し

て

批
判
さ
れ

た
の

で

あ
る
が

、

カ

ン

ト

が

理

性
に

限
界
を

定
め

た
と
い

う
点
に

の

み

シ
ュ

タ

イ
ナ

ー

は

異
を

唱
え
た

の

で

あ
る

。

人
智
学

の

目

的
は
、

人

間
精

神
を

「

真
の

認

識
」

に

導
く
と

い

う
こ

と
に

あ
っ

た
。

人

間
の

認
識
を
正
し
い

方
向
に

導
く
た

め

に

は

理

性
・

精
神
が

中
心

と

な

ら

な

け
れ

ば

な
ら
な
い

。

精
神
界
O
Φ

聾

を

聖
な
る

世

界
と

し
、

人
間
が

自
己
を
認
識
す
る

こ

と
で

O
 

ゲ
酔

に

達
し、

O
Φ

毎
か
ら

直
観
を

通
じ

て

叡
智
を

魂
・

心

性
Qり

Φ
 

δ

の

核
で

あ
る

自
我
鬥

o
げ

で

獲
得
す
る

と

い

う
構
図
を

彼
は
描
い

て

い

た
。

そ
の

際
、

シ
ュ

タ

イ

ナ

ー

が

採
用
し

た

方

法
は

、

ゲ

ー

テ

の

自
然
認
識
の

方
法
で

あ
っ

た
。

ゲ

ー

テ

は
、

自
然

を
観
察

す
る

こ

と
で

そ

の

源
で

あ
る
メ

タ
モ

ル

フ

ォ

ー

ゼ

（
変
態）

す
る

生

命
に

達
し
た
の

で

あ
る

。

シ

ュ

タ
イ
ナ
ー

が
ゲ
ー

テ

の

認
識
方
法
を

採

り
入
れ
た
の

は
、

感
性
界
の

中
に

精
神
界
が

存
在

す
る

こ

と
を
ゲ
ー

テ

が

証

明
し
た

と

考
え
た

か
ら
で

あ
っ

た
。

彼
は

こ

の

方
法
を

精
神
に

応
用

し、

生

命
を

観
る

自
我
を

自
ら
の

認

識
で

創
造
し

よ

う
と
し

た
の

で

あ

る
。

一

元
論
を
提

示
し
た

の

は

こ

の

た

め

で

あ
っ

た
。

　

し
か
し

、

こ

の

＝
兀

論
で

見
出
さ
れ

た

の

は、

果
た
し

て

ゲ

ー

テ

が

獲

324（ユ158）
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得
し

た
生

命
だ
っ

た

だ
ろ

う
か

。

彼
が

自
己
認
識

に
よ

り
獲

得
し
た
の

は
、

主

観
の

中
で

語
る

客
観
を
み

る

自
我
で

あ
っ

た
。

Ω
o

冥
の

流
入
で

変
容

す
る

自
我
は

全
我

≧
＝
o
げ

に
な
る
の

で

あ
る

。

し
か

し、

か
つ

て

の

自
我
は

個
我
と

し
て

残
さ
れ
て

い

る
。

低
次
の

自
我
と

高
次
の

自
我
が

存
在
す
る

こ

と
に

な
る

。

主
観
の

中
の・
客

観
も
決
し
て

融
合
は
し
な
い

。

つ

ま

り
す
べ

て

は

分
化
さ
れ、

細
分

化
さ
れ

、

独
立
し、

そ
れ
が
有
機
的

に

繋
が
り
あ
っ

て

い

る

と

い

う
構
図
な
の

で

あ
る、．

こ

れ
ら
す
べ

て

を
行

う
の

は
上

位
に

い

る

Ω
¢剛
簿

な
の

で

あ
る

。

そ

の

Ω
Φ四
。゚

け

か
ら

保

障
さ

れ
る

こ

と

で

人
間
が

神
化
さ
れ
る

と

い

う
図
式
が

み

て

と
れ

る
。

Ω
Φ

蜂

は

ど
こ

ま

で

も

人
間
の

外
に

あ
る

。

神

聖
な
る

精
神
世

界
O
 

聾
を

信

奉
す
る

宗
教

性
が
シ

ュ

タ

イ
ナ

ー
の

思
想
を

貫
い

て

い

る
の

で

あ
る

。

井

筒
俊
彦
の

神
秘
主

義
論
と

そ
の

意
味
構
造

澤

　
井

　
義

　
次

　
イ
ス

ラ

ー
ム

哲
学
と

東
洋
思
想
の

世

界
的
な

碩
学
と

し
て

知
ら
れ
た

井

筒
俊

彦
は

、

晩
年
に

「

東
洋
哲
学
」

の

構
築
を
目

指
し
た．、

今
回
の

発

表

で

は
、

井
筒
が

哲

学
的
思

惟
の

基

底
を
な

す
と

捉
え
た

神
秘
主
義
に

注
目

し
、

彼
の

神
秘
主
義
論
の

意

味
構
造
を

考
察
し

て

み

た

い
。

　
ま

ず、

井

筒
が
「

神
秘
主

義
」

を
ど
の

よ

う
に

考
え
て

い

た
の

か
を
明

ら
か
に

し
て

お

き
た
い

。

彼
に

と
っ

て

神
秘
主

義
と
は

「

日
常
的

存
在

体

験
を
超
え
た

次
元
で

の

存
在
体
験
」

で

あ
っ

た
。

意
識
の

深
層
を
拓
く
こ

と

で
、

は
じ
め

て

存
在
の

深
層
を

把
握
で

き
る

。

し
た

が
っ

て
、

自
ら
そ

れ
を

体
験
し
た
こ

と
の

な
い

人
に

は
理

解
さ

せ

る

こ

と

が
で

き
な
い

。

と

こ

ろ

が、

人
間
は

ど

う
し

て

も．
茜

詮
不
及
な

も
の

を
知
解
に
よ

っ

て

論
考

し
三
口

語
化
し
よ

う
と

す
る
。

こ

の

よ

う
に

井
筒
は

哲
学
的
思
惟
と
神
秘
主

義
が
「

互
い

に

断
ち
が
た

い

宿
命
の

き

ず
な
」

に

よ

っ

て

固
く
結
ば

れ
て

い

る
と

説
き、

神
秘
主

義
の

本
質
的
特
徴
と

し
て
、

神
秘
主
義
的
な
存
在

体
験
と

哲
学
的
思
惟
の

融
合、

根
源
的
な

結
び
つ

き
を

考
え
た

。

神
秘
主

義
に

関

す
る

こ

う
し
た

理

解
の

仕

方
は
、

本
質
的
に

彼
の

初

期
の

著
書

『

神
秘
哲
学
』

二

九
四

九

年）

か

ら

遺
著
『
意
識
の

形

而
上

学
』

（

一

九

九一、
一
年）

に

至
る

ま
で

変
わ

る

こ

と

が

な

か
っ

た
。

　
井
筒
は

神
秘
主

義
を

次
の

二

類
型

に

分

け
た

。

そ

れ

ら
は

有

神
論
的

（

あ
る
い

は

人
格
神
的）

な

神
秘
主

義
と

無
神
論
的
（
あ
る

い

は

非
人
格

神
的）

な
神
秘
キ

義
で

あ
る

。

こ

う
し

た

彼
の

神
秘
主

義
理
解
は
ル

ー

ド

ル

フ
・

オ
ッ

ト
ー

が
説
い

た
神
秘
主
義
の

二

類
型、

す
な
わ
ち
「

神
の

神

秘
主
義
」

（
Ω
o
誹
Φ
。゚

B
団

。゚

江
屏）

と

「

魂
の

神
秘
主

義
」

窃
09

Φ
口

巨
望
。゚

什

貯）

に

対
応
す
る

。

井

筒
は

オ

ッ

ト
ー
の

神
秘
主

義
論
に

言

及
し
な
が
ら、

こ

れ
ら
二

類
型
の

神
秘
主
義
は
対
蹠
的
に

も
み

え
る

が、

本

質
的
に

同
じ

で

優
劣
は
な
い

と

言

う
。

意
識
を
多
層
的
構
造
体
と

し
て

モ

デ

ル

化
し、

表

層
意
識
か
ら

深
層
意
識
へ

の

広
が
り
の

巾
で

捉
え
た
井
筒
は、

こ

れ

ら
二

類
型
の

神
秘
主
義
が
同
じ
意
味
論
的
構
造
を
も
つ

と
考
え
た

。

　
ま
た
彼
は

神
秘
主
義
の

主
要．
な
特
徴
と

し
て

次
の

三

点
を

挙
げ
た

。

第

一

の

特
徴
は、

経
験
的
世

界
（
リ

ア

リ

テ

ィ
）

が

多
層
的

構
造
を

な
す
と

い

う
点
で

あ
る

。

「

現

実
」

と

呼
ば

れ
る

リ

ア

リ
テ

ィ

は

垂

直
的
方
向
に

広
が
っ

て
、

存
在

領
域
の

多
層
的
構
造
を
な
し
て

い

る
。

第
二

の

特
徴
と

し
て

、

彼
は
意
識
の

多
層
的
構
造
を

挙
げ
た

。

こ

の

点
は

神
秘
主

義
の

名

に

相
応
し
い

特
徴
で

あ
る
が、

人
間
の

意
識
は
リ
ア

リ

テ

ィ

と

同
じ
多
層

構
造
を
も
つ

と
い

う
。

意
識
は

表
層
か
ら

最
深
層
に

及
ぶ

垂

直
に

重
な

る
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