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エ

リ

ア

ー

デ

宗
教
学
と

そ

の

学
問
的
営
為

　
　

　

　
　

聖

な

る

も
の

の

探
求
と

西

洋
近

代
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佐

藤

慎

太

郎

〈
論
文
要
旨
〉

　
本
稿
は

宗

教
学
の

問
い

直
し

（
「

宗
教
学
と
は

い

か

な
る

学
問
か
」）

の

試
み

の
一

つ

と
し

て、

M
・

エ

リ
ア

ー
デ

の

宗
教
学
を
考
察
の

　
対
象
と

す

る

も
の

で

あ

る
。

特
に

彼
は

そ

の

研
究
に

お

け
る

鍵
概
念
と

し

て

「

聖
な

る
も

の
」

を
置
い

て

お

り、

こ

の

概

念
と

の

関
係
か

ら
そ

の

視
点

　
を

浮
き

彫
り

に

す

る

こ

と

を
試
み

る
。

　
　
そ

こ

に

は

近
代
西
洋
世

界
の

救
済
へ

の

切
迫
し

た

危
機
意

識
を
看

取
で

き
る

。

彼
の

宗
教
学
に

お

い

て

は

ヒ

エ

ロ

フ

ァ

ニ

ー

論
に

し
て

も

ぎ
§
o

　

ミ軸
賢
8
箋

概

念
で

あ
っ

て

も、

最
終

的
な

帰
結
ま
で

も
っ

て

ゆ

け
ば
、

必
ず
近

代
西

洋
の

問
題
に

対
し

て

ポ

ジ

テ

ィ

ブ

な

可
能
性
を
開

く
も
の

と

し

　
て

主

張
さ

れ

て

い

た
。

す
な

わ

ち

彼
の

宗

教
学
に

は

意

味
の

次
元
の

開
示
に

よ

る、

客
観
性
や
実
証
性
と

い

う

原
理

で

は

取
り
こ

ぼ

し

て

し
ま

う、

非

　
聖

化
を
迎
え
た

近

代
西
洋

社
会
に

お

い

て

果
た
し
う
る

文
化
的

役
割
が
い

わ

ば
確

信
犯
的
に

強
調
さ

れ

て

い

る

こ

と

を

確
認
す
る

。

〈
キ
ー
ワ

ー
ド
V
　
ヒ

エ

ロ

フ

ァ

ニ

ー、

ぎ

ミ 
、

ミ

碍

§
謬、

聖
な
る
も
の

の

擬
装、

新
し
い

ヒ

ュ

ー

マ

ニ

ズ

ム
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は

じ
め

に

　

宗
教
学
と

は

い

か

な

る

学
問
な

の

だ

ろ

う

か
。

宗
教

学
は

近
年
に

お
い

て
、

そ

れ
ま

で

ほ

と
ん

ど

自
明
と

考
え

ら

れ

て

き

た

学
問
領

域
に

か

か

わ

る

本
質
主
義
的
態
度
に

対
す

る

批
判
を

受
け
て

い

る
。

す

な

わ

ち
、

「

宗

教
」

を
、

他
の

な

に

も

の

に

も

還
元

不
可
能
な

独
自
（
の

ミ
晦

§
鴨

塁
）

の

領
域
を

も
つ

も
の

と
し

て

そ

の

学
問
的
基
盤
と

想
定
し
て

き

た

宗
教
学
は

、

デ
ィ

シ

プ

リ
ン

と

し
て

の

揺
ら

ぎ
を

抱
え

始
め

て

い

る

と

言
わ

れ

て
い

る
。

特
に

、

前
世
紀
に

お

い

て

有
力
と

考
え

ら

れ
て

い

た

宗
教

現
象
学
は

そ
の

批
判
の

矢
面
に

73 （7Dl）
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立
た
さ

れ
て

い

る
。

そ

れ

故
に
、

「

そ

の

対
象
を

〈

宗
教
〉

と

す
る

ゆ

え

に

〈

宗
教
学
〉

で

あ
る

」

、

な

ど

と
い

っ

た

素
朴
な

主
張
は

通

　
　
　

　
　
　

　
　
　

〔
1）

用
し

難
く
な

る
こ

と

だ
ろ

う
。

　

確
か

に

宗
教

学
の

学

説
史
を
紐
解
い

て

み

れ

ば
、

こ

れ

ま
で

様
々

な

学
問
分
野
か

ら

理
論
や
手
法
を
か

り

出
し

て

き

た
こ

と

が

理
解

で

き

る
。

ま

た

実
際
に

宗

教
学
を
研
究
す

る

者
は

、

隣
接
す

る

諸
学
問
領
域
の

下
位
分
野
で

あ
る
こ

と

を
も
示
し

う
る
、

宗
教
社
会
学

や

宗
教
心
理

学
、

宗
教

人

類
学
な

ど

を

標
榜
し

て

い

る

の

が

現
状
で

あ
る

。

そ

れ
で

は

宗
教

学
と

は
、

さ

ま

ざ

ま

な
宗
教
研
究
を

総
称

す
る

名
称
に

過
ぎ
な
い

の

だ
ろ

う
か

。

確
か

に
、

純
粋
な

「

宗
教

学
」

そ

の

も

の

な
ど

あ
り
え
な
い

だ

ろ

う
。

ま

た
、

学
問
領
域
そ

れ

自
体
を

実
体
的
に

と

ら

え

て

し
ま

う
こ

と
、

あ

る

い

は

学
問
間
の

境

界
を

明
確
に

決
定
で

き

る
と

考
え
る

こ

と

な

ど
に

は

問
題
も

多
い

だ

ろ

う
。

し

か

し
、

社
会

学
や

心
理
学、

文
化
人
類
学
で

も

な
い

宗
教

学
と
い

う

学
問
が

有
し
て

き

た
、

自
覚
的
に

も

非
自

覚
的
に

も

独
特
の

視
点
と
い

う
も

の

は

な
い

の

だ

ろ

う
か

。

そ

う
い

っ

た

視
点
に

自
覚
的
に

な

る
こ

と

に

こ

そ
、

宗
教
学
の

存
在
根
拠
を

求
め

う

　
　
　

　
　
　ハ
　ね

る

の

で

は

な
い

か
。

　
そ
こ

で

本
稿
で

は

宗
教
学
を

問
い

直
し

て

み

た

い
。

そ

れ

は

い

わ

ば
、

「

宗
教
学
と

は
い

か

な

る

学
問
か
」

と

い

う

問
い

か

け

で

も

あ
る

。

具
体
的
に

は
、

「

二

十
世
紀
最
大
の

宗
教
学
者
」

と

も

称
さ

れ
る

、

M
・

エ

リ
ア
ー

デ

ニ

九
〇
七
ー
一

九
八

六
）

の

宗
教
学
を

考

察
の

対

象
と

す
る

。

よ

く

知
ら

れ
て

い

る
と

お

り

宗
教

学
に

対
す
る

近
年
の

批
判
に

お

い

て

は
、

し

ば
し

ば
宗
教
学
そ

れ

自

体
と

等
号

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
（
3）

を

な

す

も
の

と

し

て

エ

リ

ア

ー
デ
が

槍
玉

に

挙
げ
ら

れ

る
。

そ

の

た

め
、

彼
に

と
っ

て

の

宗
教
学
が

い

か

な

る

学
問
で

あ
っ

た

の

か

を

考
え
る

こ

と

は
、

現
在
の

宗
教
学
を
ど

の

よ

う
に

み

る
か

と

い

う
問
題
に

と
っ

て

意
味
を

持
っ

て

く

る
。

い

わ
ば

彼
は
、

我
々

の

前
に

置
か

れ

た
鏡
の

よ

う
な

存
在
と

考
え

ら

れ

る
。

そ
の

た
め

本
稿
の

意
図
す

る
と
こ

ろ

は
、

彼
の

用
い

る

理

論
や

概
念
へ

の

批

判
は

さ

ま

ざ
ま

あ
る
に

せ

よ
、

そ

の

妥
当
性
を

検
討
し

よ

う
と

す

る
と

こ

ろ

に

は

な
い

。

む

し

ろ

そ

う
い

っ

た

道
具

立
て

を

用
い

る
こ

と

に

よ
っ
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エ リア
ーデ宗教学 と そ の学問的営為

て
、

エ

リ

ア

ー

デ

が
い

か

な

る

こ

と

を
問
題
と

し
て

い

た

の

か

が

考
察
の

主
題
で

あ
る

。

そ

れ

は
、

彼
の

思
想
的

・

実

存
的
な

問
題
と

い

え

る

か

も

し

れ
な
い

。

し

か

し

そ

れ
ゆ

え

に
、

近

代
に

成
立

し

た

宗
教
学
が

、

そ

の

近

代
と
い

う
状
況
に

対
し
て

い

か

に

抵

抗
し

よ

う

と

し

た

の

か

の

好
例
を

見
出
す

こ

と
が

で

き

る
は

ず
で

あ
る

。

そ

れ

は

学
問
的
な

営
為
と

し

て

の

宗
教
学
に

お

い

て
、

常
に

反
響
し

う
る

問
題
を
は

ら

ん

で

い

る

こ

と

だ

ろ

う
。

エ

リ
ア

ー

デ
批
判
の

地
平

　

近
年
の

宗
教

学
内
部
に

お

け
る

エ

リ
ア

ー

デ
の

扱
わ

れ

か

た

は
、

余
り
芳
し

い

も
の

で

は

な
い

。

そ

れ

で

は

彼
の

宗
教

学
は
、

克
服

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　
　

　
　
　

　　
　　

さ

れ

打
ち

棄
て

ら

れ

る
べ

き

過
去
の

遺
物

、

あ

る
い

は

同
情
と

郷
愁
を

も
っ

て

振
り

返
ら
れ

る

古
典
な

の

だ

ろ

う
か

。

　
エ

リ

ア

ー

デ
は
こ

れ

ま
で

、

宗
教

学
と

そ
の

周
辺

分
野
に

お

い

て

様
々

な

反
応
を

受
け
て

き

た
。

受
容
と

い

う
意
味
で

は
、

第
二

次

大

戦
後
の

宗
教
学
の

中
心

人
物
の

ひ

と

り
で

あ
っ

た

こ

と

は

間
違
い

な
い

。

そ

の

著
書
は

広
く
読
ま

れ、

主
著
で

あ
る

『

聖
と

俗
』

は

多
く

の

国
の

言
葉
に

翻
訳
さ

れ
、

宗

教
学

の

入
門
書
あ

る
い

は

教
科
書
と

し

て

も

用
い

ら

れ

て

き

た

歴
史
を

持
つ

。

ま

た

シ

カ
ゴ

大

学
教
授
就
任
以
降
は

、

当

時
宗
教

学
の

講
座
自
体
の

少
な
か
っ

た
ア

メ

リ

カ

に

お

い

て
、

後
進
の

指
導
や

『

宗

教
史
学
（

輹
§
透

9

匍
ミ

喧
§
の
）

』

誌
の

発
行
を

通
じ

て
、

い

わ

ゆ

る
シ

カ

ゴ

学
派
と

呼
ば
れ
る
一

大
潮
流
を
築
き

、

ア
メ

リ
カ

宗
教
学
界
を

牽
引
す

る

役

割
を

果
た

し

た
。

ま

た

そ

の

影

響
は

、

宗
教
学
内
部
だ

け
に

と

ど

ま

ら

な
か

っ

た
。

エ

リ
ア

ー

デ
以

降
、

ア

カ

デ
ミ

ズ
ム

の

内

外
を
含

め
、

多
分
野
に

わ
た

る

読
者
を

獲
得
す

る

こ

と

の

で

き

た

宗
教

学
者
は

残
念
な
が

ら

生
ま
れ

て

い

な
い

。

　

そ

の

よ

う
な

状
況
が

転
じ

る

の

は
、

す

で

に

生
前
か

ら

批
判
は
さ

ま

ざ
ま

あ
っ

た

に

せ

よ
、

一

九
八
六

年
の

彼
の

死
を
ひ

と

つ

の

契

機
と

見
る

こ

と

が

で

き
る

。

時
を

同
じ

く

す
る

よ

う
に

、

宗
教

学
に

お

い

て

ポ
ス

ト
コ

ロ

ニ

ア

ル

や
ポ

ス

ト

構
造
主
義
の

諸
理

論
が

導

75 （703｝
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ら　

入

さ

れ

た
こ

と

が
、

そ

の

状
況
を

よ

り

加
速
さ
せ

た
。

こ

う
し
て

世
紀
を

跨
ぐ
こ

と

な
く

、

彼
の

学

問
は

時
代
遅
れ

の

も

の

と

し

て

刻

印
さ

れ

る
こ

と

と

な
る

。

　
エ

リ

ア

ー

デ

に

対
す

る

批
判
は

そ

れ
こ

そ
、

理
論
自
体
へ

の

直
接
的
な

も

の

か

ら

始
ま

り
、

い

わ

ゆ

る

「

エ

リ
ア

ー

デ
流
」

と

も

形

容
さ

れ

る
よ

う
な
方
法
論
や

彼
自
身
の

学

問
的
態
度
へ

の

も

の

ま
で

さ

ま

ざ

ま

な

角
度
か

ら

な

さ

れ

て

き

た
。

こ

こ

で

は

そ

の

な

か

で

も
、

理
論
の

前
提
と

な

る

学
問
的
態

度
に

向
け
て

な

さ

れ

た

代
表
的
な

批
判
と
、

さ

ら

に

最
近

の

宗
教
学
の

な
か

で
エ

リ

ア

ー

デ
が

ど

の

よ

う
に

位
置

付
け
ら

れ
て

い

る

の

か

を

把
握
し

て

お

き

た
い

。

　

古
く

は
E
・

リ

ー

チ
か

ら

も
、

エ

リ

ア

ー

デ

批
判
が

な

さ

れ

て

い

る
。

彼
は

、

エ

リ

ア

ー
デ

の

資

料
操
作
は

非
常
に

選
択

的
で

あ

る

と

す

る
。

使
わ

れ

て
い

る

民
族
誌
は
、

そ

の

論
じ

て

い

る

内
容
に

必
須
の

も

の

が

使
わ

れ
て

お

ら

ず
、

ま

た

資
料
自
体
が

古
す

ぎ
て

最

近
の

批
評
に

耐
え

う

る

も
の

で

は

な
い

と

断
じ

る
。

す

な

わ

ち
、

自
分
に

都

合
の

良
い

資
料
を

利
用
し

て

い

る

が

た

め

に
、

「

不

当
な

　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　

　
　

　ハ
ゑ

歴
史

、

不
当
な

民
族
学

、

不
当
な
心
理

学
」

で

あ
る

と
、

強
く
批
判
す

る

の

で

あ
る

。

こ

の

よ

う
に

、

大
き

く

括
れ

ば

資
料
的
な

不

備、

あ
る

い

は

資
料
操
作
に

関
す

る

批
判
は

、

J
・

A
・

サ
ラ

イ
バ

や
J
・

Z
・

ス

ミ

ス

と
い

っ

た
、

主
に

人

類

学
的
な

立

場
を
と

る

研
究
者
か

ら

あ
が
っ

て

き

た
。

こ

の

場
合

、

さ

ら

に

彼
の

用
い

る

比
較
と

い

う

方
法
に

対
す

る

批
判
が

加
わ

る
。

多
様
な

宗
教
現

象

を
、

無
批
判
な

類
型
に

よ
っ

て

枠
に

は

め

込

ん

で

し

ま

う
と
い

う

方
法
を

取
り
が

ち

な
、

「

マ

ク
ロ

な

比
較
」

と
い

う
問
題
が

指
摘
さ

れ

る
。

　

さ

ら

に
、

彼
の

現

象
学
的
手
法
は

聖

な

る

も

の

を

前
提
と

し

た

目

的
論
的
な

も

の

で

あ
り

、

人

間
の

宗
教
性
を

自
明
な

も
の

と

し

て
、

宗
教
の

本
質
を

導

く

も

の

で

あ
る
と

い

う

批
判
も

多
く
の

研
究
者
か

ら

提
出
さ

れ

て

い

る
。

前
提
か

ら

し

て

宗
教
性
を

擁
護
す

る

た

め

の

も
の

で

あ
り
、

循
環
論
法
に

陥
っ

て
い

る

と

し

て
、

彼
の

学
問
の

規
範

性
、

直
観
性
が

批
判
さ

れ

る
の

で

あ
る

。

こ

の

よ

う
な

（704） 76
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批
判
は
、

宗
教

学
を

経
験
的
・

実
証
的
な

学
問
と

し

て

と

ら

え

よ

う
と

す
る

前
提
に

た
っ

て

い

る

と
い

え

よ

う
。

　

さ

ら

に

こ

の

よ

う
な
エ

リ

ア

ー

デ

批
判
は

、

上

述

の

「

宗

教
」

概
念

批
判
と

相
ま
っ

て
、

近

年
で

は
R
・

T
・

マ

ッ

カ

チ

オ

ン

に

代

表
さ

れ

る

よ

う
な
ス

タ
ン

ス

を
と
っ

て
い

る
。

す

な

わ

ち
、

ー
「

宗
教
」

を
他
の

何
か
に

還
元
す

る

態

度
を

拒
否
し

人

間
に

本
質
的

な

も

の

と

し

て
、

い

わ

ば

劬

ミ

題
謹
募

な

も
の

と

し

て

無

批
判
に

措

定
し

て

い

る
。

そ
の

「

宗
教
」

本
質
主

義
的
な
態

度
は
、

西
洋

近
代
で

つ

く
ら

れ

た

枠
組
み

を
無
批

判
に

受
容
し
て
い

る

も
の

で

あ
り

、

宗
教
学
は

「

宗
教
」

と

い

う
カ

テ
ゴ

リ
ー

を
私
的
で

特
権
的

な

も

の

と

し
て

き

た

の

だ
。

だ

か

ら

こ

そ

エ

リ

ア

ー
デ

に

代
表
さ

れ

る

宗
教
学
は
、

現
在
の

立

場
か

ら

は

反
省
と

批
判
を

加
え

ら

れ

な

け

れ

ば
な

ら
な
い

ー
と
、

糾
弾
さ

れ
る

の

で

あ
る

。

本
質
主
義
を
批

判
し
、

宗
教
学
が

は

ら

む

政
治
性
を
指
摘
し

よ

う

と

す

る

も

の

で

あ

り
、

現
代
思

想
の

影
響
を

受
け

た

立

場
で

あ

る
。

　
こ

の
よ

う
に

、

彼
に

対
す

る

批
判
は

百
花
繚
乱
の

態
を
示

し

て

い

る
。

総
じ
て

非
学
問
的
で

あ

る
、

学
問
的
に

不
備
が

あ

る

と
い

う

レ

ッ

テ
ル

が

貼
ら

れ

が

ち

で

あ
る

。

し

か

し
こ

の

よ

う
な

批
判
は

そ

の

ほ

と

ん
ど

が
、

批
判
者
の

拠
っ

て

い

る

学
問
的
な

基
盤
を

前
提

と

し

て

な

さ

れ
て

い

る
。

い

わ

ば

自
ら

の

自
明
の

前
提
を

も
っ

て
、

エ

リ
ア

ー

デ
の

非
学
問
的
で

あ
る
こ

と

を

究
明
し

よ

う

と

す
る

の

で

あ

る
。

さ

ら

に

い

え

ば
、

近

年
に

お

い

て

は

批
判
の

た
め

の

批
判、

エ

リ

ア

ー

デ
を

批
判
す
る

こ

と
に

よ
っ

て
、

自
ら

の

ア

イ

デ
ン

テ
ィ

テ
ィ

を
確
立
し

よ

う
と

す

る

批
判
も

目
立
つ

。

何
も
の

か
に

対
す

る

批
判
と

い

う
も
の

は

自
ら

の

正

当

化
を
と

も
な
い

が

ち

で

あ

る
が
、

そ

う
い

っ

た
現
状
に

対
し
て

、

逆
に

エ

リ

ア

ー

デ

の

側
か

ら
の

再

批
判
も

可
能
な

の

で

は

な

か

ろ

う

か
。

例
え

ば
、

「

宗
教

学

は

そ

の

よ

う
な

学
問
で

は

な
い
」

と

い

っ

た
よ

う
な

。

だ
が

そ
れ

で

は

あ
る

意
味
居
直
り

で

あ
り
、

両
者
の

学
問
的
な
立

場
は

永
遠

に

交
わ

る
こ

と

は

な
い

だ

ろ

う
。

で

は
、

両

者
に

共
通
の

土

台
を

作
る

こ

と

は

無
理
な

の

だ

ろ

う

か
。

そ

の

た

め

に

も
、

明
ら

か

に

さ

れ
、

共
有
さ

れ

る

べ

き

も
の

は
、

エ

リ

ア

ー

デ
の

学
問
的
な

基
盤
は

い

か

な

る

も
の

で

あ
っ

た

の

か

で

あ
る

。

非
学
問
的
な
こ

と
が

非
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難
さ

れ
る

の

で

あ

れ

ば
、

彼
が

目

指
し
た

宗

教
学
と

は
い

か

な

る

も

の

で

あ
っ

た

の

か
、

そ
こ

に

彼
が

見
出
し

た

役
割
と

は
い

か

な

る

も
の

で

あ
っ

た

の

か

を

検
討
し

て

み

な

け

れ

ば
な

ら

な
い

だ

ろ

う
。

ま
た
、

そ

う
い

っ

た
エ

リ

ア

ー

デ
の

学
問
的
営
為
を

把
握
す

る
こ

　
　
　

　
　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　
　

　
　
　

　
　へ
7）

と

な

し
に

は
、

そ

の

理
論
や
概
念
と
い

っ

た

表
出
を

正
し

く

批
判
す

る
こ

と

は

で

き

な
い

は

ず
で

あ

る
。

そ

の

上
で

、

真
に

生

産

的
な

選
択
肢
が

提
示
さ

れ
る

こ

と

が

望

ま

れ

る
。

「

聖

な
る

も
の
」

と

エ

リ
ア

ー

デ

　
さ
て

そ

う
い

っ

た

現
状
を
踏
ま

え
、

エ

リ

ア

ー
デ

の

学
問
的
基
盤
を
明
ら

か

に

す
る

う

え
で

特
に

注
目

し

た
い

の

は
、

彼
が

そ

の

研

究
に

お

け

る

鍵
概
念
と

し

て

お

く

「

聖

な

る

も
の
」

で

あ
る

。

い

ま

さ

ら
エ

リ

ア

ー

デ

と

「

聖

な

る

も
の
」

か

と

思
わ
れ

る

向
き

も

あ

　
　
　

　
　
　
　（
8）

る

か

も
し

れ
な
い

が
、

こ

れ
ま

で

両
者
の

関
係
を

扱
う
際
に

は
、

聖

理
論
と

し

て

彼
自
身
か

ら

抽
出
さ

れ
、

切
り

離
さ

れ

て

論
じ

ら

れ

る

か
、

あ
る
い

は

逆
に

、

彼
の

政
治
性
あ

る
い

は

歴
史
性
と

い

っ

た
コ

ン

テ

キ

ス

ト

と

結
び

付
け

ら

れ

論
じ

ら
れ
る

も
の

が

ほ

と

ん
ど

で

あ
っ

た
。

本
稿
で

は
、

彼
の

学
問
的
性
格
を

規
定
し

、

ま
た

こ

の

探
究
に

生
涯
を

費
や

し

た

と
い

う
点
に

重
き
を

お

き
、

彼
自
身
の

問
題
関
心

を
、

聖
な

る

も
の

が
い

か

に

基

礎
付
け
て

い

る

の

か

を

再

構
成
し

て

み

た
い

。

い

わ

ば
、

「

聖
な
る

も

の
」

と

エ

リ

ア

ー

デ

の

関
係
を

内
的
な

連
関
と

し

て

と

ら

え

る

も

の

で
、

内
在
的
な

動
機
の

究

明
を
試
み
る

も
の

で

あ
る

。

ま

た

聖
概
念
自
体
に

つ

い

て

も
、

そ

の

近

代
的

性
格
を
指
摘
す

る

批
判
が

存
在
す

る
。

し
か

し

「

聖
な

る

も
の
」

は
、

宗
教
学
と

不
即
不

離
の

概
念
で

あ
っ

た
。

そ

の

概
念
に

対
し
て

、

エ

リ
ア
ー

デ

が

い

か

な

る

観
点
を

有
し
て

い

た

の
か

を
探
る
こ

と

は
、

近
代
の

学
問

で

あ
る

宗
教
学
を

理
解
す
る

う
え

で

有
益
で

あ
る

。

　
エ

リ

ア

ー

デ
は

、

自
ら
の

造
語
で

あ
り

聖

な

る

も

の

の

顕
現

を

意
味
す
る

「

ヒ

エ

ロ

フ

ァ

ニ

i
」

を

用
い

て
、

宗
教
現
象
の

解
釈
に

（706＞ 78
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取

り

組
も

う
と
し

た
こ

と

は

良
く

知
ら

れ

て

い

る
。

こ

の

概
念
を

用
い

る

こ

と

に

よ
っ

て
、

聖

な

る

も

の

に

関
わ
る

人

間
の

存
在
状
況

を

分
析
し
よ

う
と

し
た

の

で

あ

る
。

そ

こ

で

は
、

聖
な

る

も

の
は

俗
な

る

も
の

と

の

絶
対
的
異
質

性
が

強

調
さ

れ
て

お

り
、

考
察
の

対

象
と

な

る
の

は
そ

れ

自

体
で

は

な

く
、

そ

れ
が

事
象
・

対
象
を
と

お

し

て

顕
れ
た

形
態
で

あ

る
。

そ

れ

は
、

あ
ら
ゆ
る

宗
教
現
象
を

、

聖

な

る

も
の

の

多

様
な

顕
現

形
態
と

し

て

と

ら

え

な

お

す
こ

と

で

あ
っ

た

と

い

え
る

。

そ
の

形

態
を

類

型

化
し
、

分
析
す
る

こ

と
こ

そ

が
、

彼
が

自
ら
の

宗
教

学
を

「

聖

な
る

も

の

の

形
態
学
」

と

称
す

る

ゆ

え

ん

で

あ
る

。

ヒ

エ

ロ

フ

ァ

ニ

ー

は
、

宗
教
現
象
の

研
究
に

共

通

の
パ

ー
ス

ペ

ク

テ
ィ

ブ
を

提
供
す
る

。

す
な

わ

ち
、

研
究
の

足
が

か

り

と

な
っ

て
い

る
の

で

あ
る

。

い

わ
ば

、

「

ヒ

エ

ロ

フ

ァ

ニ

ー
」

と

い

う

語
自

体
は

、

方

法
論

的
枠
組
み

の

た

め

の

概
念
装
置
で

あ
っ

た

と
い

え

る

だ

ろ

う
。

　
さ
て

、

エ

リ
ア

ー

デ

に

お

い

て

聖
な

る

も
の

は
、

ほ

と

ん

ど

所

与
の

も

の
、

人
間
の

意

識
に

お

い

て

普
遍
的
に

存
在
す
る

固
有
の

も

の

と

し

て
と

ら

え

ら

れ
、

論
じ

ら

れ
て

い

る
。

し

か

し

そ

れ

は
、

宗
教

学
に

彼
が

求

め
た

ア
プ
ロ

ー
チ

の

方
法

を
鑑
み

れ

ば
、

当
然
の

帰

結
で

あ
ろ

う
。

　
　

　

生
理

学
や

心
理

学、

社
会

学、

経
済
学、

言
語
学

、

芸
術
や

そ
の

他
の

研
究
に

よ

っ

て
、

宗
教
現
象
の

本
質
を

把
握
し

よ

う
と

　
　

す

る
の

は

誤

り
で

あ
る

。

そ

れ
は

宗
教
に

独
特
で

そ

れ

以
上

還
元
で

き

な
い

要

素
で

あ
る

「

聖
な

る

も
の
」

を

見
失
う
か

ら

で

あ

　
　
す）

　
　

る
。

　
エ

リ

ア

ー

デ
が

採
用

す

る
こ

の

よ

う

な

ア

プ

ロ

ー

チ

は
、

非
還

元
主
義
と

呼
ば
れ
、

宗
教
現
象
を

社
会
や
人

間
心
理

、

文
化
な

ど

と

い

っ

た

側
面
か
ら

理

解
し
よ

う
と

す
る

立

場
を

退
け

る

も

の

で
あ

る
。

例
え

ば
、

い

わ
ゆ

る

社
会
学
的
宗
教
社

会
学
と

分
類
さ

れ

る
よ

う

な
、

宗
教
を

社
会
に

お

け

る
一

つ

の

変
数
と

し

て

取

り

扱
う
立

場
を

拒
否
し

、

宗
教
そ

れ

自
体
に

社
会
と

並

ぶ

よ

う
な

固
有
の

次
元

を

認
め

る
。

そ
の

た

め
、

そ

の

理

解
や

解
釈
に

も

独
自

性
が

要
求
さ

れ

る

と

す

る
ア

プ
ロ

ー

チ

で

あ

る
。

こ

の

背
後
に

は
、

宗
教
に

、

79 （707）
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そ

れ

以
外
の

原
理

か

ら

説
明
す
る
こ

と

に

よ
っ

て

失
わ

れ

て

し

ま

う
何
ら

か

の

も
の

を
措

定
し
て

お

り
、

そ

れ
こ

そ
が

宗
教
を

宗
教
た

ら

し

め

る

部
分
で

あ

る

と
い

う

想
定
が

あ
る

。

エ

リ

ア

ー

デ

は

こ

の

独
自
性
・

固
有
性
の

部
分
を

、

対

象
と

な

る

宗
教
の

側
に

は

「

聖

な
る

も
の
」

の

次
元
と

し
て

認
め

、

同
時
に

そ

の

「

聖
な

る

も

の
」

の

説
明

・

理

解
を

宗
教

学
の

独
自

性
と

し

て

確
立

し

よ

う
と

し

た
。

し

か

し
、

エ

リ

ア

ー

デ
に

代
表
さ

れ

る

旧
来
の

宗
教
学
が

と

っ

て

き

た

こ

の

よ
う
な

非
還
元

主
義
は、

「

宗
教
」

の

領
域
を

不

当

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
　
　

　

　

　

　

　

　

　

　
　
り　

に

特
権
化
し

て
い

る

と

し

て
、

後
に

特
に

批
判
を
呼
ぶ

こ

と

と

な

る
。

し

か

し

繰
り

返
す
が

、

こ

の

よ

う
な

批
判
が

耳
を

傾
け

な

け

れ

ば
な

ら

な
い

も

の

で

あ
っ

て

も
、

そ

の

よ

う
な

非
難
を

被
ろ

う

と

も
、

彼
が

そ

の

よ

う
な
枠

組
み

を
固
持
す

る
こ

と

か

ら

何
を

見
よ

う

と

し

た

の

か

に

本
稿
の

関
心
は

あ
る

。

　

そ

れ

で

は
ヒ

エ

ロ

フ

ァ

ニ

ー

と
い

う

道
具
立
て

を

し

て
、

エ

リ

ア

ー
デ

は

い

か

な
る

宗
教
学
理

論
を

構
築
し

て

ゆ

く
の

か
。

い

わ

ば

こ

こ

か

ら
が

ヒ

エ

ロ

フ

ァ

ニ

ー

論
で

あ

り
、

そ

れ

は
ヒ

エ

ロ

フ

ァ

ニ

ー
の

諸
形
態
の

考
察
を

通
じ

て

導
き

出
さ

れ

た

も
の

で

あ
る

。

エ

リ
ア

ー

デ
は

、

ヒ

エ

ロ

フ

ァ

ニ

ー

の

も
つ

弁
証

法
的
性
格
を

し

ば
し

ば
強
調
す
る

。

つ

ま

り
、

聖

な

る

も

の

は

俗
な
る

も

の

を
と

お

し

て

顕
れ

る
と

い

う
説
明
で

あ
る

。

こ

こ

に

お
い

て
ヒ

エ

ロ

フ

ァ

ニ

ー

は
、

絶
対
的
で

非
歴
史
的
で

あ
る

は

ず
の

聖
な

る

も

の

が
、

相
対

的
で

歴
史
的
モ

メ
ン

ト
に

過
ぎ
な
い

俗
な

る

も

の

に

お

い

て

顕

れ

る
、

換
言
す
れ

ば
、

限
定
さ

れ

て

自
ら

を

顕
す

、

と

い

う

逆
説
的
構

造
を

有
す
る

も
の

と

と

ら
え
ら

れ

る
。

そ

れ

ゆ

え

に

重

要
と

な
っ

て

く
る

の

は
、

聖
な

る

も

の

を

経
験
す

る

宗
教
的
人
間
が

そ

こ

に

何

を

見
出
す
の

か
、

と

い

う
こ

と

で

あ

る
。

ヒ

エ

ロ

フ

ァ

ニ

ー

と

み

な

さ
れ

る

宗
教
現
象
は
、

石
は

石

で

あ

り

な

が
ら

、

木
は

木
で

あ
り

な
が

ら
、

そ

れ

以

上
の

何
も
の

か

の

経
験
を
人

間
に

与
え

る
。

エ

リ

ア
ー

デ

は

そ
こ

に
、

宗
教
的
人

間
は

「

聖
な
る

も

の
」

の

経
験
を

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
　
　

　

　

　

　
ハ
　ロ

通
し
て

世
界
に

「

意
味
」

を
見
出
し

て

い

る
と

看
取
し

た
。

そ
こ

か

ら
、

「

人
間
で

あ

る

こ

と
、

あ
る
い

は

む

し
ろ

人

間
に

な

る
こ

と

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
　
ねね

と

は
、

『

宗
教
的
』

で

あ
る

と
い

う
こ

と
」

で

あ

る

と

し

て
、

聖
な

る

も

の

の

経
験
を

契
機
に

、

人

間
が

世
界
に

お

い

て

自
ら

の

位

置

（7e8） 80
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付
け
を

認
識
論

的
・

存
在
論
的
に

ど

の

よ

う

に

構
成
し

て

い

く

の

か

を

探
ろ

う
と

す

る

の

で

あ
る

。

こ

こ

に
、

彼
の

人

間
学
的
な
思
考

の
一

側
面
を

指
摘
す
る

こ

と

が

で

き

る
。

　
　

　
宗
教
学
者
は
、

「

世
界

内
存
在
」

と

い

う
人
間

特
有
の

実
存

状
況
と

呼
ば

れ

て

き
た

も
の

の

永
続
性
を

把
握
す

る

立

場

に

い

る
。

　
　
…

…

結
局

宗
教
学
者
は
、

多
く
の

実
存
状
況
を

「

再
体
験
」

し
、

多
く
の

体
系

化
さ

れ

て

い

な
い

存
在
論
を
解
明
す
る
と

い

う

解

　
　

釈
学
的
努

力
を

強
い

ら

れ

て

い

る

の

で

あ
る

。

…

…

そ

し

て

我
々

は
、

人

聞
条

件
の

特
異

性
は

、

原

初
の

「

聖
な

る

歴
史
」

の

結

　
　

　
　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　
おり

　
　
果
で

あ

る
こ

と

を

見
出
す
の

で

あ

る
。

　
そ
こ

に

エ

リ

ア

ー

デ
は

、

人

間
の

意

識
が

世
界
を
ど

う
読
み

と

っ

た
の

か

と

し

て

で

は

な

く
、

む

し

ろ

反

対
に
、

世
界
の

様
々

な

存

在
様
態
が

聖
な

る

も
の

の

経
験
を

通
し

て
、

人
間
の

意

識
の

あ
り

か

た

に

影

響
を

与
え
る

と

み

て

と
っ

た

の

で

あ

る
。

言
い

換
え

れ

ば
、

人
間
と

世
界
の

関
係
へ

の

エ

リ
ア

ー
デ

の

視
角
は
、

人
間
が

世
界
を

規
定
す

る

の

で

は

な

く、

世
界
の

ほ

う
か

ら

人
間
に

対
し

て

意

味
を

与
え

る

（

あ

ら
わ
す
）

こ

と

に

よ

り
、

世
界
が

人

間
を

規
定
す
る

、

と

い

う
も
の

で

あ
っ

た
。

聖

／
俗
の
二

分
法
は
こ

の

よ

う

な

観
点
か

ら

す

る

と
、

二

項
対
立

的
な

思
考
を

前
提
と

す

る

よ

う
な

体
系
だ
っ

た

思

考
を

可

能
と

す

る

契
機
と

し
て

、

人
間
存
在
の

経

験
に

不
可
避
な

も

の

と

し
て

説
明
さ

れ

る
。

　
こ

う
し

て
、

エ

リ
ア

ー
デ
に

と

っ

て

の

聖

な

る

も
の

の

顕
れ

と

人
間
の

存
在
様
式
の

関

係
は
、

「

人

間
の

実

存
状
況

、

つ

ま

り
、

人

　
　

　
　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　
　

　
　
　
レ　

間
が

自
身
の

性

質
を

理

解
し
、

そ

の

運

命
を

把
握
す

る

よ

う
な

条
件
に

直

接
影

響
を
及

ぼ

す
」

も
の

と

し
て

理
解
さ

れ
る

こ

と

に

な

る
。

ヒ

エ

ロ

フ

ァ

ニ

ー

が

人
間
と

深
く

関
わ
る

も

の

と

し

て

理

解
さ
れ

る

の

で

あ

れ

ば
、

聖
な

る

も

の

の

顕
現

の

諸
形

態
を

扱
う
と

い

う
「

聖

な

る

も

の

の

形
態
学
」

が

試
み

ら
れ
た

『

宗
教
学
概
論
』

（

黜
譜
§
的

ミ

Go

書
黛

ミ

§
軸

肉
鴨

辭
凡

§）

は
、

さ

ま
ざ

ま

な
ヒ

エ

ロ

フ

ァ

ニ

ー

の

形
態
へ

の

考
察
を

と
お

し
て

、

人

間
は

自
ら

の

実
存
状
況

を

ど
の

よ

う
に

位
置

付
け

て

き

た

の

か

を

解

読
し

よ

う
と

す

81 （709｝
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（
15）

る

著
作
で

あ
っ

た

と

い

え

る
。

　
こ

の

よ

う
に

人
間
と

聖

な

る

も
の

と

の

関
係
を

規
定
す

る
こ

と

に

よ

り
、

人
間
存
在
が

か

か

わ
っ

て

い

る

現
実
や

状
況

、

そ
こ

か

ら

導
き

出
さ

れ

る

人

間
の

条
件
に

対
す

る

関
心

・

志
向

、

す

な

わ
ち

人
間
が

生
き

る

と

い

う
こ

と
の

意
味
へ

の

視
線
が

、

彼
の

宗
教
学
に

生
じ

る
こ

と

に

な
る

。

逆
か

ら

言
え

ば
そ

れ

は
、

人
間
は

「

聖

な
る
も

の
」

と

関
わ
る

こ

と

な

し
に

生

き

る

こ

と

は

困
難
で

あ
り
、

そ

の

た

め

「

聖

な

る

も
の
」

を

媒
介
と

し

て

世
界
に

意
味
を

見
出
さ

ざ

る

を
え

な
い

と
い

う
確
信
で

あ
る

。

そ

れ

は
、

「

聖
な

る

も
の

と

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　
　

　（
16）

は
、

存
在
（

σ
Φ

冒
ひq
）

、

リ

ア

ル

な
も

の

（

9
 

「
Φ

巴
、

意
味
あ
る

も
の

（

9
 

ヨ
Φ

曽

三
＝

臓
巳
）

を
意
味
す

る
」

と
い

う、

彼
の

聖

概
念

の

理
解
に

再
び
還
っ

て

ゆ

く
。

な
ら

ば
、

人
間
が

聖
な

る

も
の

を

希
求
す
る
と

い

う
こ

と

は
、

世
界
に

自
ら

を

位
置
付
け
よ

う
と

す

る

根
源
的
な

欲
求
で

あ
る
と

言
い

換
え

ら

れ

る

だ

ろ

う
。

　
　
　

人
間
の

直
立
姿
勢
は

、

霊
長
類
の

状
態
を
す
で

に

越
え
た

印
で

あ
る
こ

と

を
想
い

起
こ

せ

ば
十
分
で

あ

ろ

う
。

…

…

そ
の

直
立

　
　

姿
勢
の

お

か

げ
で

、

空
問
は
ヒ

ト

以

前
の

存
在

に

は

手
の

届
か

な
い

構
造、

す

な

わ

ち
、

「

上
」

1
「

下
」

と

い

う
中
心

軸
か

ら

　
　

広
が

る

四
つ

の

水
平
軸
方

向
に

組
織
さ

れ

た
。

言
い

か

え

れ

ば
空

間
は

、

人

間
の

身
体
の

ま
わ

り
に
、

前
後

、

左
右

、

上
下
に

ひ

　
　
ろ

が

る

も
の

と

し
て

組
織
さ
れ

る
。

方
向

付
け
の

さ

ま

ざ

ま

な

方
法
の

展
開
は

、

こ

の

原

初
的

、

根
源
的
経
験

、

つ

ま

り
、

無

限

　
　

の
、

未
知
の
、

脅
威
的
な
も
の

と

み

え
て

い

る

ひ
ろ

が

り

の

ま
っ

た

だ
な
か

に

「

投
げ
こ

ま

れ
た
」

と

感
じ

る

こ

と
か

ら

生
じ

る

　
　

の

で

あ
る

。

な
ぜ

な

ら

人

間
は

、

方

向
付
け

を

失
う
こ

と

に

よ
っ

て

も

た
ら

さ

れ

る

目
眩

の

な
か

で

は
、

た

と

え
わ

ず
か

の

問
で

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　
　

　
　
　

　
（
17∀

　
　

も

生
き
残
る

こ

と

は

で

き

な
い

か

ら

で

あ

る
。

　
こ

の

よ

う
に

エ

リ

ア

ー

デ

は
、

人

間
は

直
立

歩
行
を

開
始
し

た

そ

の

時
か

ら

実

存
的
な

不
安

を

抱
え
て

い

る

と

す

る
。

し
か

し

そ
こ

に
、

「

方
向
づ

け
」

、

つ

ま

り

世
界
へ

の

自
ら

を

中
心

と

し
た

位
置
付
け

を
も
っ

て

し

て
、

意
味
と

秩
序
を

作
り
出
し

、

そ
の

不
安
を

克
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服
し

た

と

考
え

た

の

で

あ
る

。

そ

の

「

方
向
づ

け
」

こ

そ

が
、

聖
な

る

も
の

の

経
験
と

し
て

理
解
さ

れ
て

お

り
、

い

わ

ば

「

人
間
が

自

　

　

　

　

　

　

　
　
　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
　
　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
〔
18一

身
の

存
在
様
式
に

気
付
き
、

世
界
に

お

け

る

自
身
の

現
前
を

引
き

受
け

る
よ

う
に

な

る

と
、

そ
れ

が

『

宗

教
的
』

経
験
を

構
成
す
る
」

、

と

さ

れ

る
。

こ

う
い

っ

た

考
察
の

上

に

立
っ

て

彼
は

、

「

『

聖

な

る

も

の
』

は

意
識
の

構
造
の
一

要
素
で

あ
り

、

意
識
の

歴
史
の
一

段
階

　

　

　（
19）

で

は

な
い
」

と

し

ば

し

ば

述
べ

て

い

る
。

こ

う
し

て
エ

リ

ア

ー

デ

は
、

人
類
の

歴

史
的
な

獲
得
物
と

し

て

聖
な

る

も

の

を

と

ら

え
る
の

で

は

な

く
、

人

が

人

と

し

て

成
立

す

る

た

め

に

不
可
欠

な

も

の

と

し

て
、

聖

な
る

も

の

に

人

間
存
在
に

お

け
る

普
遍
的
な

地
位
を
与
え

る

に

至

る
。

　

　

　

　

　

　

　
　
　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
　
　

　

　

　

（
20）

　

そ
の

よ

う

に

「

聖

な
る

も

の
」

と

人

間
の

関
係
を
規

定
す

る
エ

リ

ア

ー

デ

は
、

壽

ミ
ミ）

越
、

喧
鼕
義

と
い

う

語
で

示
さ

れ

る

人

間
観

に

ょ
っ

て
、

あ

ら

ゆ

る

人

間
が

本
質

的
に

宗
教
的
で

あ

る
こ

と

を

指
示
し
よ

う
と

試
み

て
い

る
。

こ

の

概
念
は

、

彼
の

用
い

る

ほ
か

の

　

　

　

　

　

　

　
　
　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
　
　

　

　

　

　
（
21）

概
念
同
様
に

学
術
的

な
曖

昧
さ

は
ぬ

ぐ
え

な
い

も

の
が

あ
り

、

一

義
的
な
規

定
は

難
し

い

よ

う
で

あ
る

。

確
か

に
、

時
に

「

伝
統
的
な

社
会
の

人
々

は

間
違
い

な

く

ぎ
§
。

ミ
喧
8
蕊

で

あ

る
」

と
い

う
よ

う
な

、

具
体
的
な

特
定
の

人
間

像
を

伴
う

表
現
も
さ

れ

れ

ば
、

あ
ら

ゆ

る

人

間
を

ぎ
ミ
o

誌
、

喧
8
蕊

と

し

て

と

ら

え

る
、

包
括

的
な

人
間
規

定
と

し
て

用
い

る

場
合
も
あ

る
。

し
か

し
こ

れ

ま

で

み

て

き

た
よ

う

に
エ

リ
ア

ー

デ
は

、

人
間

禽
o
∋
o
）

を
聖
な
る
も

の

の

経
験
を

通
し

て

世
界
に

意
味
を

見
出

す

存
在
と

み

な
し

て

い

る
。

す
な
わ

ち
、

ど

ん

な
人

間
も
聖

な
る

も

の

と

の

関
わ
り

を
そ

の

根
底
に

お

い

て

求
め

て

い

る

と

す

る
。

ま

た
、

彼
に

と
っ

て

「

宗

教
」

と

い

う
語
は
、

第
一

に

聖
な

る

も
の

の

経
験
を
指
し

示

す
言
葉
で

あ
る

。

ぎ
ミ
q

蕊

蒔
丶

毳
塞

は

こ

の
よ

う
な

文
脈
に

立
っ

て

理

解
さ

れ

る
べ

き

で

あ
ろ

う
。

こ

う
し

て

み

る

と
エ

リ

ア

ー

デ
に

お

け
る

ぎ
§
。

潯
、

喧
翁
塁

と

い

う

概
念
は

、

個
別
具

体
性
を

抽
象

さ

れ

た

本
質
的
な

人

間
範
型

、

あ
る

い

は

原
型
と

し
て

理

解

で

き

る
。

こ

の

よ

う
に

理

解
す

る
こ

と

に

よ
っ

て
、

エ

リ

ア

ー

デ
が

宗
教

史
を

、

人
間
範
型
と

し

て

の

ぎ
ミ
。

ミ
喧
毳
婁

の

個
別
具

体
的
な

あ

ら

わ

れ

と

し

て

み

よ

う
と

し

て

い

た

こ

と

が

明
ら

か

に

な

る

83 （711）

N 工工
一Eleotronlo 　Llbrary 　



Japanese Association for Religious Studies

NII-Electronic Library Service

Japanese 　Assoolatlon 　for 　Rellglous 　Studles

だ
ろ

う
。

　

ぎ
§
。

蕊
、

喧
8
器

と
い

う
概
念
に

よ

っ

て
、

あ
ら

ゆ

る

人
間
が

宗
教
的
で

あ

る
こ

と
が

想
定
さ

れ

る
の

な
ら

ば
、

意
味
の

探
求
と

し
て

の

宗
教
も

人

間
の

側
の

本
質
的
な

構
造
と

し

て

扱
う
こ

と

に

な

る
。

そ

う
な

る

と
こ

の

語
の

射
程
に

は
、

近

代
に

お

い

て

顕
著
に

出
現
し
た

と
エ

リ
ア
ー

デ

が

想
定
し
た
、

宗
教
的
で

あ
る
こ

と

を
否
認
す
る

人
間

、

非
宗
教

的
人
間
を

も
お

さ

め

る
こ

と

が

で

き

る
。

論
点
を
先
取
り
す
れ
ば
、

こ

う

し

た

人
間
観
に

よ
っ

て

彼
が

真
に

掬
い

取
ろ

う

と

し

た

も

の

こ

そ
、

こ

う
い

っ

た

非
宗
教
的
人

間
の

問

題
で

あ
る
と

も

考
え
ら

れ

る
。

こ

う
し

て
、

エ

リ

ア

ー

デ
の

生
き

て

い

た

近

代
と
い

う

人

間
状
況
が

対
象
化
さ

れ
る

。

こ

の

視
角
は

、

古
代
社
会
や
未

開
社
会
の

宗
教
的
人

間
と

近
代
の

非
宗
教
的
人

間
を

同
じ

ぎ
§
o

鳶
丶

喧
8
謎

の

異
な

る

あ
ら
わ

れ

方
と

し
て

み

る

も
の

で

あ
り

、

い

わ
ば

「

非
宗
教
的
」

と

い

う

人

間
状
況
を

、

ぎ
ミ
o

ミ
喧
毳
器

の

新
た

な

顕
現
形
態
と

し
て

と

ら
え

な

お

す

と
い

う
、

新
た

な
見
方
を
提
供
す
る

こ

と

と

な
る

。

近
代
の

人
間
状
況
と

「

聖
な
る

も
の

の

擬
装
」

　
エ

リ
ア

ー
デ
の

根
底
に

は
、

近

代
の

宗
教

状
況

、

換
言
す

れ

ば
近
代
の

人
間
状
況
へ

の

抵

抗
と

も

言
い

う

る

も
の

が

あ
る

と

考
え

ら

れ
る

。

そ

れ
は

実
存
主
義
の

流
行
に

代
表
さ

れ

る

よ

う
な

、

彼
が

生
き
た

時
代
に

西
洋
を

覆
っ

て

い

た
、

精
神
的
な

危
機
意
識
を
反
映

し
て

い

る

と

も

言
え
る

。

彼
は

近

代
の

特
徴
と

し

て
、

非
聖

化
・

世
俗
化
の

進
行
と

そ

れ

と

不
可
分
の

関
係
に

あ
る

非
宗
教
的
人
間
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

　

　

　

　
　
　
　
　
　
　
ハ
おね

出
現

を

見

出
し

、

そ

の

実
存
状
況
を

「

悲
劇
的
」

と

も

評
し

て
い

る
。

そ

れ

で

は
、

近

代
の

非
宗

教
的
人

間
も

ぎ
ミ
。

ミ
、

喧
8
器

で

あ

り
、

「

聖

な

る

も

の
」

と

関
わ
ら

ず
に

は

生
き

る

こ

と

が

困
難
で

あ
る

と

み

な

す
の

で

あ

れ

ば
、

ど

の

よ

う
な

形
態
と

次
元

で
、

「

聖

な
る

も
の
」

と

の

関
係
を

取
り

結
ん

で

い

る

と

説
明
さ

れ

る

の

で

あ
ろ

う
か

。

そ
こ

で

登
場
す

る

の

が
、

「

聖

な

る

も

の

の

擬

装
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〔
23）

（

＄
筥
o

島
偉。

ぴq
Φ）
」

と

い

う
概
念
で

あ
る

。

　
「

聖

な

る

も

の

の

擬
装
」

と

い

う
概
念
が

、

エ

リ

ア

ー

デ
の

諸
著
作
に

明
確
に

あ
ら

わ

れ

る

の

は

比

較
的
後
期
の

こ

と

で

あ
る

。

『

永

遠
回

帰
の

神
話
』

や

『

聖
と

俗
』

な

ど

の
パ

リ

時

代
の

諸
著
作
に

お

い

て

も

近

代
の

宗
教
状
況
は

記
述
さ

れ

て

い

る

が
、

そ

れ

は

い

か

に

し

て

人

間
が

そ
の

よ

う

な
存

在
様
式
を

持
つ

に

い

た

っ

た

の

か
、

あ

る
い

は

そ

れ
ま

で

と

は
い

か

に

異
な

る

の

か

が

強
調
さ

れ

て

い

た
。

し
か

し
、

ア

メ

リ

カ

に

渡
り

シ

カ

ゴ

大

学
教

授
に

な
っ

て

以
降
（
一

九
五

六
〜）

を
一

つ

の

契

機
と

す

る
か

の

よ

う

に
、

現
代
の

宗

　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
（
24）

教
状
況
に

対
す

る

い

わ
ば

分
析
視

角
と

し

て

「

聖

な
る

も
の

の

擬
装
」

を

用
い

る

よ

う

に

な

る
。

認

識
論
や
存

在
論
と

関
連
し

て

取
り

上
げ
ら

れ

て

い

た

非
宗
教
的
人
間
の

問
題
は

、

そ

の

問
題
の

克
服
と
い

う

形
で

、

よ

り

実
践

的
な

意
味
合
い

が

強
く

な
っ

て
い

る
こ

と

を
以

下
に

見
て

み

よ

う
。

　
エ

リ
ア

ー

デ

は
、

非
聖

化
の

最
終
段
階
を

受
け

入
れ

た

か

の

よ

う
に

思
わ

れ

て

き

た

西
洋
近

代
に

お

い

て

も
、

「

聖
な

る

も

の
」

は

一

見
そ
う

と

は

わ

か

ら

な
い

形
態

、

俗
な

る

形
態
を
と

っ

て

は
い

る
が

確
か

に

存
在
し

て

お

り
、

そ

の

た

め

非
宗
教
的
人

間
も

ま
た

、

聖
な

る

も
の

と

無
意

識
に

関
わ
っ

て
い

る
と

説
明
す
る

。

　

近
代
の

人

間
、

世
俗
的
な

人
間
に

と

っ

て

聖
な

る

も

の

が

存
在
し
な
い

と

述
べ

る

こ

と

は

で

き
な

い

は

ず
で

あ
る

。

私
が

示
し

た

よ

う
に

、

そ

の

か

わ

り
に

単
に

隠
さ

れ
、

擬
装
さ

れ
、

一

時
的
に

認

知
で

き

な
い

と
い

う
可
能
性
が

存

在
す
る

。

…
…

今
、

聖

性
は

無
意
識
の

レ

ベ

ル
、

人

間
の

管
理

外
に

落
ち

込
ま

さ

れ

て
い

る
。

し
か

し

無
意
識
は

あ
き

ら
か

に
、

重
要
で
、

創
造
的
な
資

源
の

ま

ま

で

あ
る

。

人
間
は

創
造
力
や

夢
な

く
し

て
、

芸

術
や

文

化
を

と

お

し

て

他
者
の

聖
な

る

世
界
を

発
見
す

る

こ

と

な

く
し

て

は

生

き

ら

れ
な
い

。

そ

れ

ゆ

え

私
は

、

近
代
世
界
に

お

い

て
い

ま
だ

聖
な

る

も
の

は

重
要
な

役
割
を
果

た
し

て

い

る

こ

と

を
見

　
　

　
　（
25）

つ

け

出
し

た
。
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こ

れ

を
エ

リ
ア

ー

デ

は

「

聖
な

る

も

の

の

擬
装
」

と

名
づ

け、

近
現
代
社
会
に

お

け

る

宗
教
性
の

顕

れ

を
、

そ

の

研
究
の

対
象
と

し

て

視
野
に

入

れ
る

。

そ
こ

で

は
、

鹽

芸
術
や

文
学

、

夢
、

政
治
な

ど

が

分
析
の

俎

上

に

挙
が

る

こ

と

と

な

る
。

た

と

え

ば

現
代
芸
術
が

中

世
ま

で

の

芸
術
と

は

異
な

り
、

宗
教
的
な

表
現
と

距
離
を

置
い

て

い

る
こ

と

に

関
し

て
、

次
の

よ

う
な

説
明
が

さ

れ

て

い

る
。

　

　

　
こ

の

こ

と

は、

「

聖
な

る

も

の
」

が

現
代
芸
術
に

お

い

て

完
全
に

消
失
し

た

と

い

う
こ

と

を

意

味
し

な
い

。

そ

れ

は

認

識
不
能

　

　

に

な
り、

「

俗
な

る
」

形

態、

目
的

、

意
味
に

擬
装
さ

れ

て

い

る

の

で

あ

る
。

聖

な

る

も

の

は

中
世
の

芸

術
の

例
の

如
く
に

は

明

　

　

ら

か

で

は

な

く
、

そ

れ

は

直

接
的
に

も
容
易
に

も
認
識
し

得
な
い

の

で

あ
る

。

な
ぜ

な

ら

も
は

や

聖

な

る

も

の

は
、

従
来
の

宗
教

　

　

　
　

　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　

　
（
26）

　

　

的
言
語
で

表
さ

れ
て

い

な
い

か

ら
で

あ
る

。

　

す
な

わ
ち

「

聖

な
る

も
の
」

は
、

近
代
と

い

う
歴
史
的
な
モ

メ

ン

ト

に

お

い

て

も

失
わ

れ

た

わ
け
で

は

な

く
、

そ

れ

は

そ

れ

ま

で

の

宗
教
的
な
伝
統
か

ら
は

距
離
を
と
っ

た

場
所
で

表
現
さ

れ
、

し
か

も

そ

の

よ

う
な
表
現
は

、

表
現

者
が

意
識
的

、

自
発
的
に

擬
装
し

た

も
の

で

も
な
い

と

さ

れ

る
。

そ

の

上

「

聖
な
る

も
の

の

擬
装
」

は
、

人

間
の

認
識
能
力
に

関
わ

る

事
態
で

も

あ

る
。

エ

リ

ア

ー

デ

の

説

明
で

は
、

世
俗
的
な

世
界
に

お

い

て
、

「

そ

の

宗
教
的
な

意

義
を
た

や

す
く
実
感
さ

れ

な
く
と

も
」

、

そ

れ

は

た

だ
、

人
間
が

聖

な

る

も

の

を

「

把
握
す
る

能
力
を

失
っ

て

い

る
」

だ

け
で

あ

り
、

聖

な

る

も

の

は

「

い

ま

だ

我
々

の

ま

わ

り
に

あ
り、

そ

の

意
味
は

我
々

と

あ

　

　

　
　

　〔
27）

る
」

と

さ

れ

る
。

こ

れ

は

世
俗
化

・

非
聖

化
を
、

聖

な
る
も

の

の

歴
史
的
な

変
容
と

し

て

で

は

な

く
、

む

し

ろ

人
間
の

側
に

起
こ

っ

た

意

識
の

変
化
と
し

て

と

ら

え

る

も
の

で

あ
る

。

　

こ

う

し

て
エ

リ
ア

ー

デ

は
、

伝
統
的
な

社
会
に

お

け

る

「

聖
な

る

も

の
」

の

顕
れ

か

ら

そ
こ

に

込
め

ら

れ
た

「

意
味
」

を

解
釈
し

よ

う

と

し

た

の

と

同
様
に
、

我
々

の

慣
れ
親
し

ん

で

い

る

日

常
的
な

次
元
に

聖
な

る

も

の

の

擬
装
さ

れ

た

形
態
の

存
在
す
る
こ

と

を

明
ら

か

し

よ

う

と

す

る
。

エ

リ

ア

ー

デ
に

お

け

る

聖

な

る

も
の

は

人
間
の

実
存
に

深
く
関
わ
っ

て

お

り
、

そ
の

た

め

過
去
に

の

み

顕
現
し

て
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い

た

わ

け

で

は

な

く
、

ま

た

既
成
の

宗
教
に

囲
い

込
ま

れ

て
い

る

わ

け
で

も
な
い

。

そ
こ

に

は
、

俗
な

る

も

の

を

通
じ

て

自
ら

を

あ
ら

わ

す
と
い

う

ヒ

エ

ロ

フ

ァ

ニ

ー

を
、

現
代
社
会
に

お

け
る

「

擬

装
」

と
い

う
位
相
で

と

ら

え

直
す

構
図
が

見
て

と

れ

る
。

ヒ

ェ

ロ

フ

ァ

ニ

ー
は

、

世
俗
的
な

現
象
や

対
象
へ

の

聖
の

顕
現
と
い

う、

逆
説
的

構
造
を
有
す
る

も

の

と

し
て

論
じ

ら

れ

て

い

る

こ

と

は

す

で

に

確

認
し

た
。

エ

リ

ア

ー

デ
は
ヒ

エ

ロ

フ

ァ

ニ

ー

を、

現

実
に

お

け

る

顕
現
で

は
、

示

さ

れ

る

と

同
時
に

あ

る

意

味
で

制
限
さ

れ
て

し

ま

う

と

い

う

構
造
を
持
つ

も

の

と

し

て

と

ら

え

て

い

る
。

そ

れ

ゆ

え
に
、

そ
の

ヒ

エ

ロ

フ

ァ

ニ

ー

の

弁
証
法

を

そ

の

最
終
的
な

段
階
ま

で

押

し

進
め

た

と

想
定
す

る

な

ら

ば
、

現
代
の

慣
習
や

制

度
、

文
化
的
な

創
造
物
と

い

っ

た

も

の

の

う
ち

に

も
、

新
た

な

形
態
と

し

て

の

ヒ

ェ

ロ

フ

ァ

ニ

ー
の

存
在
す
る

こ

と

が

想
像
で

き

る
。

す
な

わ
ち
、

根
底
か

ら

世

俗
化
さ

れ

て
い

る

と

考
え

ら

れ

て

い

る

形
態
の

も

の

に

お

い

て

さ

え

も、

そ
こ

に

宗
教
的
意
義
を

見
出
し

う
る

。

人
々

は

聖

な
る

も
の

を

聖

な

る

も

の

と

認
識
で

き

な
い

ま

ま
、

し

か

し

未
だ

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　

　
　

　

　
　
（
28〕

聖
な

る

も

の

と

関
係
を

取
り

結
び

続
け

て

い

る
、

と

述
べ

る
こ

と

が

可
能
に

な

る
の

で

あ

る
。

す
な

わ

ち
ヒ

エ

ロ

フ

ァ

ニ

i
論
の

帰
結

と

し

て

も
、

非
宗
教
的
人
間
の

聖

な

る

も

の

と

の

関

与
の

問
題
は

担
保
さ

れ
て

い

る

の

で

あ
る

。

エ

リ

ア

ー

デ
宗
教
学
が
目
指
し

た

も

の

　

こ

の

よ

う

な

前
提
を

し

て
、

エ

リ

ア

ー

デ
は

そ
こ

に

宗
教
学
者
の

役
割
を
見
出
す

。

宗
教
学
者
は

様
々

な
宀

示

教
現

象
に

親
し

み
、

包

括
的
に

扱
っ

て

き

た
。

そ
の

た

め
、

人
々

が

聖
な
る

も

の

の

認

識
不

能
状

態
に

あ
る

こ

と

に

抗
し

て
、

俗
な

る

も
の

に

擬

装
さ

れ

て

い

る

「

聖

な

る

も

の
」

を

発
見
し

、

そ

の

隠
さ

れ

た

「

意
味
」

を

開
示

で

き

る

立

場
に

あ
る

と

み

な

す

の

で

あ

る
。

「

聖
な

る

も

の

の

擬

装
」

は
、

単
に

近

代
を

研
究
の

対
象
と

す

る

た

め
の

も

の

で

は

な
い

。

こ

こ

に

は

さ

ら

に

踏
み

込

ん

だ
、

彼
の

核
心
と

も
い

え
る

視

角

が

存
在
す

る
。
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こ

う
し

た
、

解
釈
に

よ
っ

て

世
界
を

再
創
造
し

、

秘
め

ら

れ

た
「

意

味
」

の

世
界
を

開
示
し

よ

う

と

す

る
エ

リ
ア

ー

デ

の

姿

勢
に

は
、

い

か

な
る

背
景
が

あ
っ

た
の

だ

ろ

う
か

。

彼
が

自
ら

の

宗
教

学
を

語
る

と
こ

ろ

で

は
、

「

宗
教
学

者
に

求
め

ら

れ

て

い

る

の

は
、

不
可
解
な

行
動
や

状
況
を

解
読
し

、

解
明
す
る
こ

と

で

あ
り

、

ま

た
、

忘
れ

ら

れ
、

疑

わ

れ、

廃
棄
さ

れ

て

き

た

意
味
を
再
生
し
、

再

　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　
（
29）

現
す
る
こ

と

に

よ
っ

て
、

人

間
の

理
解
を
促
進
す

る
、

と
い

う
こ

と

で

あ
る
」

、

と

し
て

い

る
。

換
言
す
れ
ば

宗
教
学
と

は
、

「

人

間
の

　
　

　
　
　

　ロ
　　

変
容
を

も
た

ら

す
」

も
の

で

あ
る
と

い

う
主
張
で

あ
る

。

こ

こ

で

言
及
さ

れ

る

「

変
容
」

を

も
た

ら

さ

れ

る

人

間
と

は

第
一

に
、

文
化

的
な

閉
塞

状
況
に

あ
る

西

洋
近

代
世
界
の

人
間
で

あ
る

。

す

な
わ

ち

自
ら
の

宗
教

学
は
、

特
定
の

読
者

、

西

洋
近

代
人
に

対
し

て

文
化

的
な

役
割
を
担
う
こ

と

が

で

き
る

と

い

う
自
負
の

表
明
で

あ
る

。

　
そ
こ

に

前
提
と

さ

れ

る

の

は
、

近
代
社
会
と

近
代
人
が

、

精
神
的
な

危
機
的
状
況

、

悲
劇
的
実
存
を

受
け

容
れ
る
に

至
っ

た
と

い

う

問
題
意

識
で

あ
る

。

そ

う
い

っ

た

近
代
人
の

悲

劇
、

い

わ
ば

非
宗
教
的
人
間
の

出
現
を

、

世
俗
化
・

非
聖
化
に

よ
っ

て
、

エ

リ
ア

ー

デ

の

言
葉
で

言
え

ば
、

人

間
が

聖
な

る

も

の

を

認

識
不
能
に

お

ち
い

っ

た

こ

と

に

よ

っ

て

生
じ

た

も
の

と

み

て

い

る
。

そ

こ

で

彼
は
、

聖

な

る

も
の

の

解
釈
に

よ
っ

て

新
た

に

開
示

さ

れ

る

意
味
世
界
こ

そ

が
、

聖
な

る

も

の

を

聖
な

る

も
の

と

し

て

認
識
す
る
こ

と

が
困

難
に

な

り
つ

つ

あ

る

近

代
の

人
間
に

と
っ

て
、

有
意

義
な

も

の

だ

と

考
え
た

の

で

あ
る

。

こ

こ

に

は
、

同
時
代
人
を
「

聖
な

る

も
の
」

と

の

関
わ

り
の

次
元
を

指
摘
す
る
こ

と

に

よ
っ

て

救
済
し

よ

う
と

奮
闘
す
る
、

エ

リ
ア

ー
デ

の

姿
を

見
出
す
こ

と

が

で

き
る

。

　
こ

の

よ

う
に
、

エ

リ

ア

ー
デ

の

「

聖

な

る

も
の
」

と

い

う
概
念
に

伴
う
主

張
に

は

必
然
的
に
、

宗
教
学
者
の

積
極
的
な

ア

プ
ロ

ー

チ

の

必
要
性
が

説
か

れ

る
。

い

わ

ば

宗
教
学
者
し
か

為
し

え
な
い

文
化
的
な
役

割
が

自
覚
さ

れ
、

強
調
さ

れ

て

い

る

の

で

あ

る
。

ヒ

エ

ロ

フ

ァ

ニ

ー

論
に

し

て

も

ぎ
§
も

遷
丶

喧
8
器

概
念
で

あ
っ

て

も
、

最
終
的
な

帰

結
ま

で

も
っ

て

ゆ

け

ば
、

必

ず
西

洋
近

代
の

問

題
に

対
し

て

ポ

ジ

テ

ィ

ブ

な

可
能
性
を

開
く
も

の

と

し
て

主

張
さ

れ

て

い

た
。

そ
こ

に

は
、

宗
教
学
の

積
極

的
な

意
義
の

提

出
と

表
裏
し
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エ リア
ーデ宗教学とその 学問的営為

て
、

西
洋
世
界
の

救

済
へ

の

切

迫
し

た

想
い

が

あ
っ

た

の

で

あ

る
。

　

こ

の

よ

う
な
、

エ

リ

ア

ー

デ

に

よ

る

宗
教
学
の

積
極
的
な

役
割
と
い

う

主

張
に

対
す
る
反

応
を

み

て

み

よ

う
。

そ

こ

で
、

日

本
に

お

け

る

幾
分
エ

リ

ア
ー

デ
に

好
意

的
な

研
究

者
た

ち
の

反
応
を
、

二

つ

紹
介
し

て

み

た
い

。

例
え

ば

奥
山
倫
明
は

、

エ

リ
ア

ー

デ
の

「

擬

装
」

の

概

念
と

そ
の

解
釈

行
為
に
つ

い

て

論
じ

た

の

ち
に

、

「

宗
教
学
者
以
外
の

あ

ら

ゆ

る

人

に

と

っ

て

認
識

し
得
な
い

聖
な

る

も

の

の

顕

現
を

、

説
き

伝
え
る

こ

と

を
も

可
能
に

す

る

よ

う
な

含
意
を
も
っ

て

い

た

よ

う
に

も
思
わ

れ

る
」

と

し

て
、

「

エ

リ

ア

ー

デ
の

聖

　
　

　
　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
（
31）

な

る

も
の

の

解

釈
学
は

、

お

そ

ら
く

『

宗
教
学
』

の

枠
を
→

歩
、

踏
み

出
し

て

ゆ

く
よ

う
に

も
思
わ
れ

る
」

と

述
べ

て

い

る
。

ま

た

鶴

岡
賀

雄
は

こ

う

い

っ

た

現
代
の

宗
教
状
況
へ

の

視
点
に

対
し

て
、

彼
の

宗
教
学
自
体
を

宗
教
的
現
象、

あ

る
い

は

「

客
観
的
・

実
証
的

　
　

　
　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
（
32）

科
学
で

あ
る
よ

り
は
、

宗
教
思
想
で

あ

り
、

広

義
の

神
学
で

あ
っ

た
と

性
格
づ
け

て

誤

り

で

は

な
い
」

と

と

ら

え
て

い

る
。

奥
山
の

指

摘
は

、

エ

リ
ア

ー

デ

の

理

論
負
荷
的
な

問
題
と

し
て

な
ら

傾
聴
す
べ

き

だ

ろ

う
。

ま

た
、

エ

リ

ア

ー

デ
理

解
へ

の

新
た

な

視
角
と

し

て

考
え

る

な

ら

ば
、

鶴

岡
の

指
摘
は

非
常
に

生
産
的
な

も
の

で

あ
り
、

首
肯
で

き
る

。

し

か

し
、

エ

リ

ア
ー

デ
に

内
在
的
な

立
場

か

ら

理

解
し

よ

う

と

す

る
な

ら

ば
、

彼
の

視
点
が

徹
底
的
に
、

少
な

く

と

も

そ

の

根

幹
に

あ
る

聖
理

論
に

関
す
る

部
分

は
、

西
洋

近

代
を

見
据

え

て

い

た
こ

と

を

忘
れ
て

は

な
ら
な

い
。

そ
れ

が

宗
教
性
を

伴
う

と
い

う
の

で

あ

れ
ば
、

む

し
ろ

自
覚
的
に

引

き
受
け
て

い

る
。

い

わ

ば

彼
の

聖

概
念
は

、

西
洋

近
代
の

救
済
を

志
向

す

る

た

め

の

も

の

と

し

て

明
確
に

意
図
さ

れ

て

い

た

の

で

あ

る
。

た

だ
し

、

彼
に

と
っ

て

そ

れ
は

む
し

ろ

学

問
の

枠
の

内
に

お

い

て

で

あ
り

、

そ
こ

に
、

自
ら
の

学
問
で

あ

る

宗
教
学
の

ア

イ

デ
ン

テ

ィ

テ

ィ

を

置
い

て
い

た

と

考
え
ら

れ
る

。

　

客
観
的
・

実
証
的
と

い

う

枠
組
み

を

も
っ

て

「

宗
教
学
の

枠
を
一

歩
、

踏
み

出
し
て

ゆ

く
」

と

評
す
る

見
方

、

あ

る
い

は

「

広
義
の

神
学
」

と

し

て

と

ら

え
る

と
い

う

見
方
で

は
、

そ
こ

に

込

め

ら

れ

た

意

図
を

と

り

損
な
う

お

そ

れ
が

あ

る
。

彼
が

見

据
え

て
い

た

の
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は
、

宗
教

学
を

、

宗
教
思
想
と

し
て

キ
リ

ス

ト

教
に

代
替
さ
せ

る

こ

と

で

は

な
い

。

い

わ

ば
、

理

想

的
・

理
念
的
な

社
会
的
宗
教
を

追

求
す

る

道
で

は

な
い

。

む

し

ろ

近
現
代
を

含
め
、

あ
ら

ゆ
る

時
代

、

あ
ら

ゆ

る

地
域
に

お

け
る
ヒ

エ

ロ

フ

ァ

ニ

ー
の

あ
り
か

た
を
明
ら

か

に

す

る
こ

と

に

よ
っ

て
、

人
間
の

可
能

性
を

開
く
道
と

し
て

と

ら

え
て

い

た

と
い

う
こ

と

は

強
調
し

て

確
認
し
て

お

き
た

い
。

人
間

に

対
す

る

新
た

な

可
能

性
の

提
示
こ

そ
が

、

エ

リ

ア

ー

デ
が

「

新
し
い

ヒ

ュ

ー
マ

ニ

ズ

ム
」

と

標
榜
す
る

意
図
な
の

だ
と

い

え
よ

う
。

こ

こ

に

は
、

社
会
の

非
聖
化
と

自
然
科
学
的

世
界

観
の

興
隆
と

の

密
接
な

関
係
へ

の

ア
ン

チ

テ

ー

ゼ

の

意
味
も

含
ま

れ
て

い

る

は

ず
で

あ

る
。

繰
り

返
す
が

、

彼
の

宗
教
学
が

強
調

す

る

の

は
、

客
観
性
や

実
証
性
と
い

う

自
然

科
学
の

原
理
で

は

取
り
こ

ぼ

し
て

し
ま

う
文

化
的
役
割
を
、

非
聖

化
さ

れ

た

西

洋
近
代
社
会
に

お

い

て

果
た

す
こ

と

な

の

で

あ

る
。

結
び
に

か

え

て

1
展
望
と

問
題
提
起

1

　
エ

リ

ア

ー
デ

の

宗
教
学
が

志

向
し

た
の

は
、

人

間
の

生
の

意
味
を

探
究
し
、

そ

の

読
者

、

特
に

想
定
さ

れ

る

西
洋
の

知
識
人
を

、

あ

る

意
味
で

救
済
す
る

こ

と

で

あ
る

。

エ

リ

ア

ー

デ

に

と
っ

て

宗
教
学
の

目
的
は

、

た

だ

単
に

事
実
を

記
述
し
、

デ

ー

タ

を

並
べ

立
て

る

こ

と

に

は

な
い

。

彼
の

理
論
は
、

時
に

大
胆
過
ぎ

る

と

も

言
え、

問
題
が

指

摘
さ

れ

る
。

し

か

し

そ

こ

に

は
、

彼
の

生
き

た

近

代
に

お

け
る

人
間
状
況
へ

の

不

満
と
、

そ

れ

を

乗
り

越
え

る
た

め

の

宗
教

学
の

役
割

、

と

い

う
視
点
が

常
に

存
在
し

て

い

る

の

で

あ

る
。

　
ま

た
、

エ

リ

ア

ー

デ
に

対
す
る

批
判
が

盛
ん

で

あ
る
こ

と

は
、

そ

れ

だ

け
エ

リ

ア

ー

デ
が

宗
教
学
に
お

い

て

大
き

な

存
在
で

あ
る

こ

と

の

裏
返
し

で

も
あ

る
。

し
か

し
、

エ

リ

ア

ー

デ
を

過
去
の

人

物
と

し

て
、

時
代
的
な

制
約
性
を

無
視
し
て

、

現
在
と
い

う

視
点
か

ら

葬
り

去
る

だ

け

で

は

十
分
で

は

な
い

だ

ろ

う
。

人
間
と

そ

の

可
能
性
へ

の

彼
の

ビ

ジ
ョ

ン

に
、

宗
教

学
の

過
度
の

細
分
化
と

学
内
へ

の

内
旋
化
に

抗
す

る

た

め

の

可

能
性
を

見
る

こ

と

は

で

き

な
い

だ

ろ

う
か

。

そ

の

た

め

に

も

我
々

は
、

宗
教
学
と

は

い

か

な

る

学
問
で

あ

（718） go
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る

の

か

を
、

自
ら

に

問
う
べ

き

で

あ
る

。

エ

リ
ア

ー
デ

を
語
る
の

で

あ

れ

ば
、

彼
が

負
わ

せ

た

宗
教
学
の

文
化
的
役
割
の

意
義
と

必
要

性
は

、

現
在
の

研
究
に

お

い

て
い

か

な

る

位

相
に

あ
る

の

か

を
自

覚
的
に

再

定
位
し

な

け

れ

ば

な

ら

な
い

。

彼
の

理

論
的
限
界
性
を
踏

ま

え
つ

つ

も
、

そ

の

準
拠
枠
を

把

握
し
、

現
在
の

わ
れ

わ

れ

と

の

関
係
に
お

い

て

問
い

直
し

続
け
る

こ

と

こ

そ

が

必
要
な

の

で

は

あ
る

ま
い

か
。

　

最
後
に
、

エ

リ

ア

ー
デ
の

次
の

文
章
で

締
め

く

く

ら
せ

て

も

ら

お

う

と

思
う

。

　
　
　

自
律
的
な

学
問
と

し

て

の

宗
教

学
の

消
失
に

よ

っ

て

残
さ

れ

た

隙
間
は

、

埋

め

ら

れ
る

こ

と

は

な
い

だ

ろ

う
。

し

か

し
、

我
々

　
　
　

　

　

　

　

　

　
　
　
　

　

　

　

　

　
　
　
　

　

　

　
（
33｝

　
　

の

責
任
の

重

大
さ

は

相
変
わ

ら

ず

同
じ

ま

ま

だ
ろ

う
。

N 工工
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エ リア
ー

デ宗教学 とそ の学問的営為

注
（
1
）
　
」
・

Z
・

ス

ミ

ス

は

早
く
か

ら、

や
や

ラ
デ
ィ

カ

ル

な
が

ら
も

「

宗
教
に

関
す

る

デ

ー

タ

は

存
在
し

な
い
。

宗
教
と

は

学
者
に

よ

る

研
究
に

よ

っ

て

　
　
生
み

出
さ

れ

た

も
の

に

す

ぎ
な
い

の

で
あ
る
」

と

し

て
、

研

究
対
象
と
し

て

の

宗

教
は

そ
の

研
究
自

体
に

よ
っ

て

構
成
さ

れ

た

も
の

と

主
張
し

て

い

　
　
る

。

こ

の

よ

う
な

議
論
を
ふ

ま
え

る

と、

研

究
対

象
か

ら
学

問
領
域
を
規
定
す
る

こ

と

に

よ

っ

て

宗
教
学
を

自
律
的
な

学
問
と

す
る

こ

と

に

難
を
覚
え

　
　
ざ
る

を

得
な

く

な

る。
』

c
コ

讐
プ
鋤

コ

N°
ω

ヨ
片
戸

丶

ミ
龕
帖

ミ

莞
託
乳

喧
§、
  、
恙
ミ

寒
9
丶

§

な

智
謡

禽

ミ

§
二
〇
げ

汀
勉
ゆ⊇

Pd

三
〈
 

蜜廁
蔓
ohO78

◎
mQo

　
　
℃
「

 
・゚

ω

し
¢

。。

卜。

γ

歹

ζ

（
2
＞

　
こ

こ

で

は

過

度
に

宗
教
学
を
実
体

的
に

と

ら
え

て

擁

護
す
る
意
図
は

な
い

。

あ
く
ま

で

学
問
に

お

け

る
ひ

と

つ

の

研
究

視
角
と

し

て

宗
教
学
が

有
し

　
　
て

き

た

も

の

と

は
、

そ

れ

が

批
判
の

対
象
と

な
る

／
な

ら
な

い

は

ひ

と
ま
ず
お
い

て

お

き、

そ

れ

は

い

か

な

る

も

の

で

あ
っ

た

の

か

を
あ
ら

た

め

て

明

　
　
ら

か

に

し

て

み

た

い
。

（

3
）
　
例
え

ば

幻

昜
器
ロ

→°

窰
。

Ω
」

言
7
Φ
o
コ層

ミ
§
ミ
對
ミ
適

趙

沁

ミ
賢

§、

蕁
鳴

b
覧

象
毳
誘
鴨

§

しリ

ミ

O
§
鴨

謎

肉
職
膏
ご
養

§
蹴

ミ
鳴

、
o
鳶
味

駐

黛

　
　

き
§
喧
籟

（
O
臥
。

註曽

O
改
。

巳

d5

ぞ
 

最
蔓

牢

霧
し
8
『）
°

（

4
）
　
一

方
で、

彼
の

ひ

き

つ

け
て

や

ま

な
い

魅
力
を

何
と

か

し

て

擁
護
・

継
承
し
て

ゆ
こ

う
と

す
る

立
場
も
確
か

に

存
在
す

る
が、

有
力
な

再
批
判
に

ま

　
　
で

は

至
っ

て

い

な

い

よ

う
で

あ
る
。
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（
5
）
　
擁
護
派
に

は

こ

の

よ

う
な

経
緯
へ

の

対
抗
か

ら

か、

エ

リ

ア

ー

デ
を

ポ

ス

ト
モ

ダ
ニ

ズ
ム

思
想
の

先
駆
と

し

て

読
み

替
え
よ

う
と
す
る

試
み

も

存
在

　

　

す

る
。

し

か

し

い

く
ら

両
者
の

共

通
性
を

指
摘
し

て

も、

批

判
を

乗
り

越
え
る

有
効
な

反

論
と

は

な

り

え
な

い

だ
ろ

う
。

bd
「

矯

譽
　
しり゜

閃
Φ
昌

巳
P

　

　
匍

魯
o

蕊
肺

§
ミ
蕊
恥

問
§
譜 

ミ
貸

瀞

§
晦

 

§
鴛

馬

勘
乳
尉
ご
毳

（
Z
 

乏

曜

自
ぎ

QDBgd

巳
く
 
「
ω凶
亳
o
州

它
Φ

毛

く
o

蒔
」
 

霧）’
℃
ロ’
卜。

詔
幽
自．

（
6
）

臣
ヨ
ロ

民

冨
髯
『
、．

ω

角
日
臼
ω

耳
四

ζ

穹

8
”

囲

巴
住
 

「−．、

巨

寒
ミ

ぎ
蕃

沁

§
§

駄

切

8
神
p

『

頃

ρ

ρ

お
oO
°

（
7）
　
い

み

じ

く

も
J
・

M
・

キ

タ
ガ

ワ

が
、

エ

リ

ア

ー

デ
を

評
し

て

次
の

よ
う
に

述
べ

た

こ

と

は

示

唆
に

富
ん

で

い

る
。

「

彼
は

、

そ

の

学
問
的
な

仕
事、

　

　

文
学
的
な

仕
事
と

い

っ

た
あ
ら
ゆ

る

側
面
に

入
り
込

ん

で

い

る
」

貫
し

た
見
解
を
持
っ

て

い

た
。

そ

の

た

め
、

そ

の

全
体
の

フ

レ

ー
ム

ワ

ー

ク

を

判
断

　

　

す

る

こ

と

な

し
に

は

彼
の

著
作
の

い

か

な
る
部
分
に

お

い

て

も

賛
成、

あ
る

い

は

反
対
す
る

の

は

困
難
な
の

で

あ
る
」

。

ざ
器

嘗
　
竃゚

察
8
ぴq
四

≦
斜

　

　、、］
≦
「

O
Φ
餌

国
冨
伍
Φ
  ．

ぎ”

憲
鳴

黯
亀
亀

魯
ミ
ミ

ミ

肉

ミ
斜
帖

O
§

＜
o
け

押

Φ
口゜
げ
《

］
≦
貯
O
 
p。

国
閉
四
α
 

（
Z
 

≦

網
O

葺曹

ζ
四
〇

ヨ
＝一
mP

冨
oo

こ

も゚
o 。

沖

そ

　

　

の

た

め

本
稿
で

は、

彼
の

宗
教
学
の

展
開
を
抑
え
る

と

い

う
よ

り

も、

諸
著
作
を

渉
猟
し

て

「

全
体
の

フ

レ

ー

ム

ワ

ー

ク
」

の

再
構
成
を

試
み

る

こ

と

　

　

に

重
き

を

お

き
た
い

。

（
8）
　
例
え

ば
J
・

Z
・

ス

ミ

ス

は

次
の

よ

う
に

指
摘
す

る
。

「

エ

リ

ア

ー

デ

の

『

戦
略
』

と

し

て

は、

デ
ュ

ル

ケ

ム

の

二

分
法
の

ダ
イ

ナ

ミ
ク

ス

を

保
持

　

　

し

た

ま

ま、

デ
ュ

ル

ケ

ム

で

は

中
立
的
で

位
置
的
で

あ
る

聖
を、

オ
ッ

ト
ー
の

い

う
と

こ

ろ

の

聖
に

置
き

換
え

る

こ

と
だ
っ

た

の

だ
ろ

う
」

。

こ

う
い

　

　
っ

た

学
説
研
究
も
重
要
で

あ
る

こ

と

に

は
変
わ

り
は

な

い

が
、

そ

う
い

っ

た

「

戦
略
」

に

つ

い

て
、

エ

リ

ア

ー

デ
が
い

か

な
る

ビ

ジ
ョ

ン

を
持
っ

て

い

　

　

た

の

か

を

抽
出
し
た

い
。

一

〇
昌
凶

守
国

ロ

N°
Qリ

ヨ
界

買

ミ
愚

傍

〜

ξ
、

隷
丶

ミ
o

垈
、

 

ミ
ミ
題

ミ

導
鴨

ミ
無
o

曙

黛

肉

災
暗
ご

蕊
（

い
9
伍
 
コ呻

国。

旨

口d
「

三，

　

　
一

覊
Q。）
讐
℃。
O

ピ

（
9
）
　
竃
冒
n
 

国

田
冨
匹

ρ

詮
、

鷺

§
防

嘶

謡

60
ミ

S
織

ミ

ミ
鴨

謁
職
蔚
帖

§
（
劉
 

を

網
o

蒔”

芝
o
蝋

缸
勺
且

σ一
け

ぼ
口
伊q”
H

露
b。

y
℃．
≦

F
　
「

そ

れ

以
上
還
元
で

き
な
い
」

　

　

と

い

う

言
明
の

延
長
上

か

ら
、

R
・

オ

ッ

ト
ー

が

ヌ

ミ

ノ

ー

ゼ

概
念
を
摘
出
し

た

際
に

用
い

た
、

「

聖
な
る

も

の
」

を

合
理
／
非
合
理
と

い

う
二

つ

の

　

　

側
面
か

ら

と

ら
え
る
見
方
も
拒
否
さ
れ
る

。

ζ
旨
o

霽

固一

巴
ρ

§
鴨

防

§
薦
賊

勸
醤

賊

蕁
鳴

寒
ミ
（

Z
 

毛

楓
o

井一

諸

胃
oo

賃
叶

bd
蠢
o
 

一
〇

＜

穹
o
≦
6
貫

　

　

6
＄）
り
O
」
O．

（
10
）
　
例
え

ば
N
．

ス

マ

ー

ト
は
、

エ

リ

ア

ー
デ
が

宗
教
現
象
に

対
す

る

還
元
主

義
的
な
見
方
を

拒
否
す
る

非
還
元
主
義
的
な
立

場
を
と

る

こ

と

に

つ

い

　

　

て
、

「

宗
教
の

人

類
学
的、

社
会

学
的、

経
済
学
的
評
価
を
無
視
す
る

傾
向
に

あ
っ

た

と

い

う

こ

と

は
、

彼
の

ア

プ

ロ

ー

チ
の

欠
点
で

あ
る

よ

う
に

思

　

　

わ

れ

る
」

と

述
べ

て

い

る
。

Z
ぎ
置
昌

Qり

日
襞
計
．

薗
Φ
団
o
コ
自

国
＝

巴
 ”

→

冨
国
ロ

ε
「

Φ

o
｛

→
ゴ
Φ
o

蔓

ぎ
刀
 
＝
αq凶
o

尸．、

5
＞
ミ
ミ
§“
NO

甲

笛
刈

゜ 。

も゚
H

°。

卜。°

そ

　

　

の

他
の

批
判
で

は、

宗
教
研
究
に

お

け

る
非
還
元
主
義
の

優
越

性
の

主
張
に

関
し

て
、

方
法
論
的
不
備
や

科
学
的
ア

プ

ロ

ー
チ

か

ら
宗
教
の

領
域
を

保

　

　

護
し

よ

う
と

す
る

護
教
的
意
図
が

あ
る

と
の

指
摘
な

ど

が
な

さ

れ

て

い

る
。

（
11
）
　
実
は

、

聖
な
る

も
の

を
「

意
味
」

と

い

う
レ

ベ

ル

で

と

ら

え

解
釈
し
て

ゆ
こ

う
と

い

う
観
点
は

、

ヒ

エ

ロ

フ

ァ

ニ

ー

を

最
初
に

論
じ

た

『

宗
教

学
概

92（720）
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論
』

（
一

九
四

九）

の

時
点
で

は

あ
ま

り

自
覚
的
で

あ
る

と

は

い

え
な
い

。

少
な
く

と

も
「

新
し

い

ヒ

ュ

ー

マ

ニ

ズ

ム
」

論

文
（

一

九
六
一
）

で

は、

　

　

聖

な
る

も

の

の

意

味
論

的
な

次
元
で

と

ら

え、

宗
教
学
を

聖

な
る

も
の

の

解
釈
学
と

し

て

打
ち

出
し
て

ゆ

こ

う

と

し

て

い

る
。

（
12
）

≦
羃

』
ぎ
亀

p

碁
・

o

§
汁

霙
、

ミ
§
駄

§
§

譜
ミ

聖
喧
§
（

9
蕾
騨qp

こ

暑
Φ
・

°。

ξ
。
暁

9
ξ
αq
°

ぎ
芻

ま
。）

も

ミ
餌

゜

p

（
13
）

　
【

σ凶
畆
‘

℃

卩
O
−

H

ρ

（
14V

竃

ぎ
窃
国

訂
α
Φ

p

己
『

両▼
ω

三
＝

＜

穹−
．．

一

一一
奠
。

9
帥

3
ゴ ．．

昇

§
罵

肉
討

§
凡

魯
ミ
貯

ミ
記
鳴
丶

喧
§噛
く

o
ピ

ρ

巴゚

9
ζ一
8
 
国

国
＝

巴
Φ

（
Z
 

≦

　

　

《
o
「

ぎ

ζ
90

ヨ

≡
m
ロ鬯

6G
。

圃）
、
O．
ω

5°

〔
15）
　
「

そ
れ

ぞ

れ
の

章
は、

そ

れ

ぞ

れ

の

聖
な

る

も

の

の

様
態

、

人

間
と

聖

な
る

も
の

と

の

聞
の
】

連
の

関
係、

そ

の

関
係
に

お

け
る
一

連
の

『

歴
史
的

　

　

契

機
』

を
示
し

て

く
れ

る

だ

ろ

う
」

（
ζ一
「

o

母

日
冨
匹

ρ

黜
咋

壽

§
し・

篤

謡

9
§
矯

ミ
帖

ミ

沁
ミ

黛
§

も
」
×）

と

述
べ

て

い

る

こ

と

か

ら
も
わ
か

る

よ

う

　

　

に
、

換
言
す
れ

ば
各
章
そ
れ

ぞ

れ
に

示
さ

れ

て

い

る
の

は
、

様
々

な

ヒ

エ

ロ

フ

ァ

ニ

ー

と

向
き

合
う
こ

と

に

よ
っ

て、

人

間
の

実
存
的
状
況
が

ど

の

よ

　

　

う

に

形
成
さ
れ
て

い

く

の

か

の

考
察
で

あ
っ

た

と

考
え
ら

れ

よ

う
。

（
16
）

ζ

巨
霧

固一

巴
P
．

弓
冨
u學

智
「

巴

ぎ

9
Φ

9∩
Φ
o

巳
曽
「

ぞ
o
戦

年

」
ロ叫

ら
ミ
ミ

ミ
丶

ミ
慧
§
奚
詳
勲

押

一

鶏
ω

も
」
〇

一゚

（
17
）

ヌ

ぎ
Φ
田

国
＝

巴
ρ

諺

ミ
ら。

き

礎

庶

謁

黜

喧
。

蕩

ミ
霙
勲

く
o

＝
（
O
げ

ド
蚪

αqPd

巳
＜
Φ

邑
蔓

鼠
O
ゴ圃
＄
αQo

早
 

。・

°。

L
＄
 ）鴇
O°
ω゜

（
18）
　
ζ
蹄

8p

田凶

巴
P

暴
驚

曾
鴨
の

腎

電

装
o
壱

§
賊

ミ
爰
ミ

亮

き

謁
鴨
、

喧
§．
PP

（
19
）

守幽
匹
‘

胃
駄
碧
P
　
聖
な
る

も

の

を
、

超
歴
史
的
あ
る

い

は

無
歴
史
的
に

遍
在
す
る

実
体

概
念
と

し
て

と

ら

え
て

い

る
と

批
判
さ

れ

る
こ

と

が

あ

る
。

　

　

し

か

し

む

し

ろ

エ

リ
ア

ー
デ
は
聖
な
る

も
の

を、

人
間
の

意

識
に

お

い

て

変
化
を

被
り

う
る
一

要
素
と

し

て

で

は

な
く

意
識
の

普
遍

的
搆
造
と

し

て

と

　

　

ら

え
て

い

た

こ

と

に

注
意
し
た

い
。

（
20
）
　
エ

リ

ア
ー

デ
は

ぎ
ミ
。

ミ
喧
携
蕊

と

い

う
語
と

同
時
に、

宗
教
的
人
間
（
同

窪
ゆq凶
〇
二
ω

日

穹
）

の

語
も

用
い

て

い

る
。

以

下
に

み

て

い

く

よ

う

に、

　

　

こ

の

混
同
し
や
す
い

両

者
は

こ

こ

で

は

異
な

る

概
念
と

し

て

扱
い

た

い
。

む

し

ろ
、

こ

の

二

つ

を

同
義
と

す
る

た

め

に

生

ま
れ
る

批
判
も
存
在
す
る

。

　

　

た

と
え

ば

J
．

A
．

サ

ラ

イ

バ

は
、

エ

リ
ア

ー

デ

の

資
料
と

方
法
に

疑
問
を

呈
し
、

エ

リ

ア
ー

デ
の

ぎ
ミ
o

鳶
、

喧
訂
婁

概
念
に

は

フ

ィ

ー

ル

ド

に

　

　

お

い

て

は

決
し
て

出
会
わ
な

い

と

結
論
付
け

て

い

る
。

一

〇

『
口

〉°

Qo
四一
き
P

奪
ミ
。

匏

ミ
磁暁
携

駐

駐

ミ

ミ
ミ

龜
甘

魯
 

誤
謡

郎

ミ
ミ
魯
ミ
髭
凡

ら

ミ

　

　
肉

§
、

§
§
蕊

（
切
「

≡℃
ピ
Φ

置
Φ

P
お
刈

O）鹽

こ

の

場
合、

も

と

も
と

抽
象

度
の

高
い

ぎ
ミ
。

ミ
喧
8
§

概
念
と

具
体
的
な

資
料
に

よ

っ

て

肉
付
け

さ

れ

　

　

て

い

る

宗
教
的
人
間
と

混

同
す
る

こ

と
に

よ
り
、

資
料
批
判
に

よ

る

後
者
の

否
定
に

よ
っ

て

は

否
定
さ

れ

な
い

は

ず
の

前
者
ま

で

を

も
否
定
し
て

し

ま

　

　
っ

て

い

る
。

（
21
）
　
こ

の

語
の

学
説
史
的
な
状
況
の

整
理
に

つ

い

て

は、

O
「

 

『qo

蔓

≧一
 

ω

 
閏
o

ヨ
o

幻
 一［
ゆQ一
。

饕
。゚曽、、
凶
旨

蕁
為

両
嵩

Q
無

魯
ミ
ミ

黛
需

魁
斜帖
§一
く
o一’
 

が

　

　

わ

か

り

や
す

い
。
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（
22
）

　

ζ
マ
o
 
鋤

固凶
 
畠

P

§
鳴

肄
ら

蠢
織

自
毳

翫

ミ
恥

§
嵩
魯

喝

』
O
ω゜

（

23
）

　
エ

リ

ア
ー

デ
の

用

い

る
、、
畠
Bo

島
o
αq
 

、

の

語
に

対
し

て

は
、

い

ま

だ

定

訳
が

あ
る

と

は

言
え

ず、

「

偽
装
」

、

「

隠

蔽
」

な

ど

が

あ
て

ら

れ

て

い

　
　
る

。

「

俗
な
る

も
の

に

聖
な

る

も
の

が
o
餌

∋
o

島
餌

鴨
さ

れ

る
」

と
い

う

表

現
や
、

解
釈
に

よ

っ

て

そ
こ

に

隠
さ

れ

た

意

味
を

開
示
さ

せ

よ

う
と

す
る

　
　
エ

リ

ア

ー

デ
の

意

図
を

汲
ん
で、

こ

こ

で

は

「

擬
装
」

の

語
を
あ
て

る
。

（
24
）
　

主
な

も
の

を

挙
げ
れ
ば
、

次
の

よ

う
な

も

の

が
あ
る

。

ζ
貯
o
Φ

国

国
＝

巴
P
、・

→
7
 

QD
ゆ
o
肘
Φ
飢

m
昌
血
】
≦
o
匹
 

ヨ
》

益
ω

戸 、、
幽
巨

硲
§
書
丶

冴

ミ

ミ
鴨

黥
ら

ミ
9

　
　
黛
醤

軌

、

ミ
』

謎
M

巴゚
σ
団

望
雪
 

》
Og

冖

o

ざ
の−
O
山
℃

℃
四
α
o
⇒
国

（
Z
Φ

≦

団
o

葺”
O
「

o
沼
「

o
国

匹

」
O
。。

9隔
］
≦
貯
o

雷

固
冨
匹

P
．．

日

冨
ω
翳

自
巴

冒

子
Φ

Qり
 
o

巳
国
「

　
　

類
o
『

匡’、．

寓
写

8p
固
冨
α

ρ

O
昏

ミ
ミ
い

§い

ミ
時

ミ

軣
篇

謡

職

§
馬

ミ
ミ
、

奮
ミ
o
蕊

腔

毳
偽

鏈
恥

§

亀
ミ

尅
匙

ミ

ミ
馬

ミ
 

膏
ご

蕊
（
〇

三

8
瞬

P
⊂
巳
＜
Φ

誘一
昌
o
噛

　
　
O
冨

8
σqo

牢
Φ

。゚

ω

」
 

♂）
°
］
≦

畔
6

窪

固
冨
匹
 

  ．

魯
§
o

寒
魯

ミ
9
昌
住

ぎ
§
o

竃
』

喧
訂
器壗．．

ぎ”

搴
鳴

藁
無
o

這

ミ

肉
乳
骨
執

§
験

陶

ミ
遷
愚
鴨

良

蕊

諱
織

　
　

ミ
o

愚
象
ひ

 
匹゚

σ
罵

冒
鴇
℃

7

竃゚

凶凶
佇

o
ゆq
僧

≦
郎

（
Z
 

妻

く
o
「

言

ζ
鋼
o

ヨ
＝一
鎖

P

お
。。

切）°

（

25）
　

竃…
「

8
鋤

田
 
α

P
．．

→
ゴ
 

QD
脚

自
巴

ぎ

夢
 

ω

臼
巳
麟

「

芝
o
ユ
鼻．．
暦

」

這゚

（

26
）

　］
≦

ぜ
o
 

餌

曽
冨
匹

ρ
．．

→
ゴ
 

ω
国

o
「

 

山

塑
昌
島

］
≦
O
傷

臼
口

〉
同

二
ω

計、、

ワ

Oo
吋゜

（

27
）
　］
≦圃
容
 
m

田
冨
阜

P
．．

→
げ
 

ω
90

「

 

仙

ヨ

夢
Φ

ω
 

〇

三
餌
「

薯
o
ユ

負．．
O
や

＝
OI

目
ピ

（

28
）
　
実
際
に
エ

リ
ア

ー

デ

が

「

擬
装
」

の
一

例
と

し
て

と

り
挙
げ、

説
明
を

試
み

て

い

る

も
の

に、

ピ
カ

ソ

の

「

ゲ
ル

ニ

カ
」

が

あ
る

。

そ
こ

で

は
、

一

　
　

見
し

て

宗
教
的
な

絵
画
で

あ
る

こ

と

を
う
か

が

わ

せ

る

モ

チ
ー

フ

は

ほ
と

ん

ど

存
在
し

な
い

が、

「

人

間
が
人
間
に

よ

っ

て

滅
ぼ

さ
れ

る

と

い

う

絶
望
」

　
　
と

い

う
宗
教
的
な

意
味
世
界
が

示
さ

れ
て

い

る

と

述
べ

ら
れ

る
。

ピ
カ

ソ

が

「

ゲ
ル

ニ

カ
」

を

「

創
造
」

す
る

こ

と

に

よ

り、

人
間
の

生
を
「

変
容
」

　
　
さ

せ

う
る

よ

う
な
意
味
世
界
を
「

発

見
」

し

た
の

だ
と

い

う

説
明
が
な
さ

れ

て

い

る
。

守
聟”
O°
一

目

O°

そ

の

他
に

も、

同

郷
の

彫
刻
家
ブ

ラ

ン

ク

ー

　
　
シ

の

作
品
や

J
・

F
・

ケ
ネ

デ
ィ

の

死、

小
説
を

読
む

こ

と
に

伴
う
個
人
的
な

時
間
持
続
か

ら

の

脱
出
の

経
験
な
ど

に

「

擬
装
」

の

例
を
求
め

て

い

　
　

る
。

後
述
す
る

が

本
稿
で

は、

こ

の

よ

う
な

「

擬
装
」

の

解
釈
の

正

否
如
何
よ
り
も、

そ

う
す
る

こ

と

に

よ
っ

て

エ

リ

ア

ー

デ
が

試
み

る

宗
教
学
の

成

　
　

否
を
問
う
べ

き

で

あ
る

と

考
え

て

い

る
。

（
29）
　】
≦
搾
O
 
四

固
置
自

ρ

§
笥

曾
毳、」

ミ
無
o
羮

轟
遷

織

蓐
爲
選

§
恥

駐

沁

職
耐
皆
謡−
℃°
 

ω゜

（
30）
　
H
げ

置゚
闇

サ

爵゚

（

31V

　
奥
山
倫
明
『

エ

リ
ア

ー
デ

宗
教
学
の

展
開
」

刀
水
書
房、

二

〇
〇
〇
年

、

二

五

二

ー
二

五
三

頁
。

（

32
）

　
鶴
岡
賀
雄
「

エ

リ
ア

ー

デ
・

レ

リ

ギ
オ

ー

ス

ス
」

（
島
薗
進
・

鶴

岡
賀
雄

編
『

〈

宗
教
〉

再

考
』

ぺ

り
か

ん

社、

二

〇

〇
四
年）
、

一

三

〇
1

＝、一
＝

　
　

頁
。

（

33
）
　
］
≦
マ
6
Φ

餌

国
冨
ユ

ρ

譯
QO

ミ

毳
蹄

§
ミ

垈

黛

嵩
駄

ミ
織

鳶
噛

堯

ミ

沁
戴

蒔
智
鳶”
ゼ゜

謡．
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