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境
界
に

立
つ

宗
教
研
究

　

　

ー
公

開
シ

ン

ポ
ジ

ウ
ム

「

思
想
と

し

て

の

宗
教
」

へ

の
コ

メ

ン

ト

ー

深

　
澤

英

隆
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以

下
で

は
、

こ

の

シ

ン

ポ

ジ
ウ
ム

が

自
ず
と
コ

ン

テ

ク
ス

ト

と

す
る

、

あ
る
い

は

せ

ざ
る

を

え

な

い

今
日
の

宗
教
研
究
の

転
換
点
と

い

う
こ

と

を

ふ

ま

え
な

が
ら

、

三

つ

の

発
題
へ

の

コ

メ

ン

ト

を

行
う
こ

と

と

し
た
い

。

現
在

、

社
会
的
に

も
、

ま

た

宗
教
学
会
の

内
部

で

も、

宗
教
を

め

ぐ
る

「

知
識
」

や

「

情
報
」

の

整
理
・

伝
達
の

必
要
性
が

、

盛
ん

に

論
議
の

対
象
と

な
っ

て

い

る
。

こ

う
し

た
｝

方

で

私
た

ち

は
、

レ

デ
ィ

メ

イ
ド
の

知
識
を

根
本
的
に

問
い

直
す
思

考
や

思
想
の

力
を

鍛
え

あ
げ
て

ゆ

く
必
要
性
に

、

益
々

迫
ら
れ
て

い

る
。

し
か

し

そ

う
し

た

鍛
錬
の

た
め

に

は
、

近
代
以

降
の

宗
教
研
究
を

特
微
づ

け
て

き

た

こ

れ
ま
で

の

思
考
様
式
や

概
念
シ

ス

テ

ム

そ

の

も
の

を
、

再
考
に

付
す

必
要
が
あ
る

だ

ろ

う
。

こ

う

し

た

事
情
の
一

端
は

、

近

代
宗
教
学
を
支
え
て

き

た

さ

ま

ざ
ま

な
概
念
的
・

理

念
的
二

分
法
が

今
日
流
動
化
し

、

再
検
討
に

ゆ
だ

ね

ら

れ

て

い

る
こ

と

に

う

か

が

い

知
る
こ

と

が

で

き
る

。

そ

こ

で

以
下
で

は
、

そ

う

し

た

二

分
法
の

い

く
つ

か

を
列
挙
し

、

そ

の

枠
組
み

の

な

か

に

三

つ

の

発
題
を

位

置
づ

け
、

問
い

直
し
て

み
た

い
。

論
証
と

実
践

　
は

じ
め

に

三

つ

の

発
題
の

外
形

、

す

な

わ

ち
三

者
三

様
の

語
り
方
と

い

う
こ

と

か

ら
考
え
た
い

。

三

氏
の

発
題
は

、

宗
教

学
の

基
調

を

示
す

役
割
を

何
ほ

ど

か

負
っ

て

い

る

学
術
大
会
の

シ

ン

ポ

ジ
ウ

ム

と
い

う

場
で

な

さ

れ

て

い

る
。

従
っ

て

そ

こ

で

語
ら

れ

る

こ

と
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は
、

ま

ず
は

「

宗
教
」

と

い

う
も

の

を

対
象
と

し

た

（

従
っ

て

宗
教
そ

の

も
の

と

は

切

り
離
さ

れ
た
〉

学
問
的
論
証
と

い

う

性
格
を
帯

び

る

と

考
え
ら

れ

よ

う
。

し

か

し
三

氏
の

発
題
は
、

内
容

的
に

も

そ

の

語
ら

れ

か

た

に

お

い

て

も、

こ

う

し

た

枠
組
み
か

ら

は
は

み

出

る

性
格
を

も
っ

て
い

る

と

見
る
こ

と

が

で

き

る
。

　

今
日

、

宗
教
を
め

ぐ
る

言
説
の

態
勢
は

大
き

な

変

容
に

さ

ら

さ

れ

て

い

る
。

神

学
（

宗
学
）

、

宗

教
学、

宗
教

哲
学

、

さ

ら

に

は

宗

教
批
判
と

い

っ

た

こ

れ

ま

で

の

ジ

ャ

ン

ル

分
け

や
、

そ
の

基
盤
と

な
っ

て

き

た

経
験
性
と

規
範

性
と

い

っ

た

区
別
が

相
対

化
し

て
い

る
。

さ

ら

に

は
、

基

礎
づ

け
ら
れ
た

真
理

請
求
や
妥

当
請
求
と

い

う
こ

と

が
、

ま

す

ま

す

困
難
に

な
っ

て

い

る
。

こ

う
し
て

近
代
の

宗

教

批
判
と

宗

教
の

正

当
化
の

双
方
が

と

も

に

相
対
化
さ

れ

る

な

か

で
、

宗
教
の

新
た

な

語
り

方
が

模
索
さ

れ
て

い

る
。

　

論
証
と

実
践
、

と

仮
に

掲
げ
る
二

分
法
の

相
対
化
と

い

う
こ

と

が
、

ま

ず
は

問
題
と

な

る
。

近

代
宗
教

学
は

、

自
ら

を
宗
教
的
実
践

と

は

異
な

る

客

観
的
で

論
証

的
な

営
み

と

し

て

理

解
し

て

き

た
。

し

か

し
、

宗
教
研
究
の

歴
史
を
め

ぐ
る

近
年
の

探
求
は
、

メ

タ
レ

ベ

ル

と

対
象
言
語
の
レ

ベ

ル
、

つ

ま

り

宗
教
研

究
と

宗
教
と

が

し

ば
し

ば

截
然
と

区
別
し

え

ず
、

両
者
が

相
互
転
換
し、

再
帰
的
な

循
環

関
係
に

あ
る

こ

と

を

明
ら

か

に

し

て

き

た
。

今
日

の

文
化
論
の

用

語
に

言
う

、

メ

タ

と
べ

タ
の

区
別
の

相
対
化
で

あ
る

。

し

か

し
、

こ

う
し

た

事

実
の

確
認
に

よ

っ

て

目
指
さ

れ

る

べ

き

も

の

は
、

い

か

に

純
粋
な

論
証
を

手
に

す
る
か

と

い

う
こ

と

の

追
求
で

は

な
い

。

結

局

私
た

ち

は
、

宗
教
を

語
る
こ

と

が

こ

う
し

た
再

帰
的
循
環
で
し

か

あ
り

え

な

い

こ

と

を

引
き

受
け
た
う

え
で

、

そ

れ

を
反
省
的
に

遂

行
し

て

ゆ

く
し
か

な
い

の

で

あ
る

。

し

た

が
っ

て
、

そ

の

語
り
の

言
語
も
、

論
証

的
で

事
実
確

認
的
（
OO

コ
oり
け

山
叶幽
く
Φ）

な

言
語
と

遂
行

的

（
需

野
毒
註
く
Φ
）

な

言

語
と

が

不
可
分
で

あ
る

と

の

認

識
に

立
つ

も

の

と

な
る

だ
ろ

う
。

　

こ

う
し
た

視
点
か

ら

見
る

と
、

三

氏
の

発
題
は

ど

の

よ
う
に

見
え
る

だ

ろ

う
か

。

　

高
田
氏
の

発
表
は

、

「

思

想
と

し
て

の

宗

教
」

と

い

う
題
を

コ

宗

教
と

し

て

の

〈

親

鸞
〉

思
想
」

と

読
み

か

え

る

こ

と

か

ら

出

発
し
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て

い

る
。

こ

の

読
み

か

え
は

、

一

方
で

宗
教
を
思

想
と

い

う
一

次
元
に

集
約
し

て

し

ま

う
こ

と

へ

の

異
議
で

あ

る

と

と

も
に

、

逆
に

思

想
が

も

つ

生
へ

の

形
成
作
用
を

浮
き

彫
り
に

す
る

こ

と

を

意
図
し

て

い

る

も
の

と

思
わ

れ
る

。

親
鸞
が

先
行
す
る

教
え
の

こ

と

ば

を

「

聞
思
」

し
、

さ

ら

に

ひ

と

び
と

が

親
鸞
の

本
願
を

同
様
の

聞
思
で

受
け

継
い

で

ゆ

く
こ

と

に

よ
っ

て
、

親
鸞
の

思

想
が

「

『

信
』

の

運
動
体
」

を

形
成
し

て

ゆ

く

さ

ま

は
、

宗
教
に

お

け
る

教
義
や

こ

と

ば

の
Φ

＜
oo

四

口
く
Φ

（

喚
起
的
・

生
形

成
的
）

な

作
用
を

例
示

し

て

い

る
。

ま

た

そ

れ
を

語
る

高
田

氏
の

こ

と

ば
は
、

テ

ク

ス

ト
へ

の

解
釈
的
接
近
が

も
つ

そ

れ

自
体
o
Φ

臥

貝
日
騨

煎
く
Φ

な

テ

ク
ス

ト

読
解

へ

の
、

遂

行
的
誘
い

と

も
な
っ

て

い

る
。

　

杉
村
氏
の

発
題
は

、

こ

れ

も

「

思
想
と

し

て

の

宗
教
」

を

「

思

想
（

思
索
）

に

と
っ

て

の

宗
教
」

と

読
み

か

え
る
こ

と

に

よ

り
、

生

の

動
態
を
ふ

く
む

宗
教
が

思

考
の

臨
界

線
を
た

ど
る

思
想
に

と
っ

て

も
つ

意

味
を

探
っ

て

い

る
。

発
題
中
で

は

こ

う
し

た

思

想
が

「

哲

学
そ

の

も
の

の

根
底
的
な

問
い

直
し

か

ら

思

索
が

立
ち

上
げ
ら
れ

る

仕
方
を
当
の

思
索
が

言
い

表
し

た

も

の
」

で

あ
り

、

こ

の

思

索
が

「

自
己
言

及
的
で

行
為
遂
行

的
（

冨
ほ
o
層

ヨ

巴
く
 ）

な

あ

り
方
」

を

も
つ

こ

と

が

指
摘
さ

れ

て

い

る
。

さ

て
、

あ
る

思
想
作

業
を

遂
行
的

と

特
徴
づ

け

る
こ

と
、

そ

れ

は

論
証
的
で

述

定
的
な

事
柄
だ

ろ

う
か

。

こ

と

が

思

考
の

臨
界

領
域
に

か

か

わ

る

と

き
、

そ

れ

を

記
述
す

る
こ

と

ば
も
ま

た

遂
行
的
な

作
用
を

も

た

ざ
る

を
え
な
い

こ

と

を
、

杉
村
氏
の

発
題
は

明
示
し

て

い

る
。

そ

う
し

た
記
述
は

ま
た

、

そ

れ

を

読
む

者
に

追
思

考
を
迫
り

、

そ

れ
に

よ
っ

て
、

思

考
の

実
践
が

受
け

継
が

れ
て

ゆ

く
こ

と

に

な
る

。

　

西
平
氏
の

発
題
は

、

ま
さ

に

概
念
化
と

論

証
的
な

言
明
が

も
つ

望
ま

し

か

ら

ぬ

作
用
を

回

避
し

、

「

宗
教
の

際
」

に

立
ち
つ

つ

「

無

心
」

の

諸
相
を

語
り
つ

つ

探
る
O
Φ

臥
o

蕁
蝉

江
く
Φ

な

作
業
で

あ
っ

た
。

「

無

心
」

と

い

う
の

は
、

ひ

と

つ

の

極

限
概
念
で

も

あ
っ

て
、

そ

の

意
味
で

そ

れ

を

考
え
語
る

者
を

、

論
証
と

論
証
の

不
可
能
性
と

の

あ
い

だ

の

葛
藤
に

陥
れ

る

と

と

も
に

、

そ

の

葛
藤
の

遂
行
的
表

出
を

言
語
に

強
い

る

の

で

あ
る

。

西
平
氏
の

「

プ

リ
ミ

テ
ィ

ヴ

な

困
惑
」

は
、

同
時
に

論
証
的
な

こ

と

ば
の

可
能
性
と

不
可
能
性
へ

の
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困
惑
と

し

て
、

ま

た

限
界
的
な

も
の

の

概
念
化
が

も
つ

両
義
性
へ

の

困
惑
と

し

て
、

お

そ

ら
く

私
た

ち

が

共
有
す
べ

き

も

の

で

あ

る
。

ニ

　
プ
レ

と

ポ
ス

ト

　

宗

教
は

プ
レ

モ

ダ
ン

で

あ
る

と

い

う
こ

と

は
、

近

代
宗
教
研
究
の

暗
黙
の

前
提
で

も
あ
っ

た
。

そ

し

て

そ

の

前
提
の

な

か

で
、

近

代

性
と

宗
教
と

の

関
係
の

さ

ま

ざ
ま

な

オ

プ

シ

ョ

ン

が

提

案
さ

れ

た

の

で

あ
っ

た
。

と

こ

ろ

が

ポ

ス

ト

近
代
の

思
想
と

社
会
の

変
化
の

な

か

で
、

宗

教
が

近
代
の

ポ

ス

ト
（

後
）

の

思
想
や

実
践
を

告
知
し

、

そ

れ

ら

に

寄
与
す
る

と
い

う

状
況
が

生
じ

て

き

た
。

も

ち

ろ

ん

宗
教

は

反
近
代
や

文

化
批
判
の

思
想
と

む

す

び

つ

き
、

こ

れ

ま

で

も
近

代
へ

の

代

替
案
と

し

て

語
ら

れ

て

き

た
。

し

か

し
、

ポ
ス

ト

近

代
や

グ
ロ

ー
バ

ル

化
な
ど

の

文

脈
に

お

い

て
、

宗
教
は

単
な

る

プ
レ

の

再
出
現
と

は

言
え

な
い

し

か

た

で

浮
上

し

て

き

た
。

宗
教
の

再
出
現

は

プ

レ

で

あ
り
ポ

ス

ト

で

あ

る
、

さ

ら

に

は

そ

れ

を

論
じ

る

宗
教

研
究
も

ま

た
、

し
ば
し

ば
プ
レ

科
学
の

嫌
疑
を

受
け

な

が

ら
、

い

ま

や
ポ

ス

ト

科
学
の

デ

ィ

ス

コ

ー

ス

に

連
な

ろ

う
と

し
て

い

る

よ

う
に

も

見
え

る
。

宗
教
と

宗
教
に

関
す

る

言
説
は

、

し

ば
し

ば
反

転
図

形
の

よ

う
に

、

プ

レ

と

ポ

ス

ト

の

双
方
の

性
格
を
垣

間
見
せ

る
。

　

こ

う
し
た

事
態
に

直
接
言
及
し

て

い

る

の

が
、

杉
村
氏
の

発
題
で

あ

る
。

杉
村

氏
は

、

「

従
来

哲
学
と
い

う

名
で

行
わ

れ

て

き

た

思

索
の

存
立
可
能
性
を

根
底
か

ら

問
い

質
し
つ

つ

自
己
解
体
的
に

展
開
し
て

い

く
哲
学
」

を

「

ポ
ス

ト

哲
学
的
」

と

呼
ぶ

。

そ

の

ポ
ス

ト

の

思

想
空
聞
に

、

い

わ

ば

「

プ

レ

哲

学
」

で

あ
っ

た

は

ず
の

「

宗
教

的
な
る

も
の
」

が

再
帰
し
、

「

再

活
用
」

さ

れ、

限
界

域
か

ら

新

た

な
思

考
を

立

ち

上
げ
る

た

め

の

作
業
に

大
き

く
寄
与
す
る

さ

ま

を
、

杉
村
氏
は

浮
き
彫
り
に

し

て

み
せ

た
。

］

方
、

高
田
氏
と

西

平
氏
の

議
論
で

は
、

そ

れ

ぞ

れ

親
鸞
お

よ

び

大
拙
（

大
拙
の

場

合
は

同
時
に

大
拙
が
メ

タ
レ

ベ

ル

で

と

ら

え

た

「

東
洋

的
伝
統
」

も

含
む
）

の
、

つ

ま
り

は

プ
レ

近

代
的
な

概

念
の

現

代
的

継
承
が

問
題
と

さ

れ

た
。

高
田
氏
は

、

「

歴
史
上
の

親
鸞
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が

最
初
の

〈

親
鸞
〉

思
想
の

担
い

手
、

親
鸞
に

出
遇
っ

て

念
仏
者
と

な

る

人
々

が

次
な

る

く

親
鸞
V

思
想
の

担
い

手
で

あ
る
」

よ

う
な

宗
教
を

、

「

宗
教
と

し

て

の

く

親
鸞
V

思

想
」

と

特
徴
づ

け

る
。

そ

の

継

承
は

、

親
鸞
以

来
の

「

聞
思
」

に

よ

る

信
仰
的
生

の

継
承

と

し
て

な
さ

れ
る

。

こ

の

連
な
り

は
、

む

し

ろ

プ
レ

と
ポ

ス

ト

と

い

っ

た

区
別
そ

の

も
の

を

無
効
と

す

る

連
続
的
な

も

の

で

あ

る

か

も

し

れ

な

い
。

と

は
い

え
、

こ

の

信
仰
継
承
が

近

現
代
と
い

う
コ

ン

テ

ク
ス

ト

に

お

か

れ

る

と

き
、

そ
こ

に

自
ず

と

あ
る

種
の

非
連
続
を

認

め

る

こ

と
も

可
能
で

あ

ろ

う
。

　

西
平
氏
の

言
わ

れ

る

「

ぜ
ロ

ポ

イ
ン

ト
」

と

し

て

の

「

無
心
」

も
、

も

と

も

と

は

プ
レ

近
代
の

伝

統
の

な

か

で

育
ま

れ

た

概
念
で

あ

る
。

し
か

し

大
拙
に

よ
っ

て
、

さ

ら

に

は

他
の

実
践
者
や

思

想
家
に

よ

り
、

「

分
別
的
」

な

心
の

、

従
っ

て

ま

た

思

想
の

プ

レ

に

し

て

再
獲
得
さ
れ
る

ポ
ス

ト

で

あ
る
と

想
定
さ

れ
る
こ

と

に

よ
り

、

無
心
と

い

う
こ

と

ば
は

、

ほ

か

な

ら

ぬ

思
想
そ
の

も
の

を
刺
激
し

駆
動

し

て

き
た
も
の

で

あ
る

。

三

　

体
験
と

言
語

　

現
代
の

宗

教
理

解
を

め

ぐ
る

変

転
を

よ

く

表
す
の

が

体
験

的
な

る

も

の

の

概

念
で

あ
る

。

い

わ

ゆ

る

言
語
論
的
転
回

の

後
、

近

代
宗

教
学
の

中
核
に

あ
っ

た

宗
教

体
験
の

先
行
性
と
い

う
考
え
方
や

、

体
験
と

そ
の

把
握
な
い

し

言

語
化
と
い

う
二

分
法
が

、

鋭
く

批

判
さ

れ

た
。

と

は
い

え
、

生
き
、

知

覚
す
る

生
は

、

概
念
や

言
語
と

対
応
す
る

も
の

の
、

も
と

よ
り

そ

れ

ら

に

よ
っ

て

代
替
さ

れ

う

る

も
の

で

は

な
い

。

体
験
的
生
と

言
語
と

の

間
に

は

齟

齬
が

あ
り

、

言
語
は

生
と

死
に

遅
れ

、

屈
か

な

い
。

こ

う
し

た
一

方
で

し

か

し
、

言

語

が

自
立
的
で

構
成
的
な

作
用
レ

ベ

ル

を

も
ち

、

生
に

先
行
す
る

の

も

事
実
で

あ
る

。

宗
教
と

呼
ば
れ

て

来
た

も
の

は
、

言
語
の

拒
絶
と

言
語
の

限
界
的
運
用
の

両
側
面
を

あ
わ

せ

も
つ

。

言
語
論
的

転
回

の

そ

の

ま
た

ポ
ス

ト

を

考
え

る

思
想
は

、

ど
う
し

て

も
宗
教
に

ふ

れ
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て

こ

ざ
る

を
え

な
い

。

　

高
田
氏
は

、

宗
教
と

し

て

の

親
鸞
思
想
が

も

た

ら

す
「

罪
の

自
覚
か

ら

救
済
に

至
る

」

プ
ロ

セ

ス

を
、

「

体
験
の

事
実
」

と

特
徴
づ

け

る
。

と

は
い

え
、

こ

の

プ
ロ

セ

ス

は

同
時
に
こ

と

ば
と

不
可
分
で

あ
り

、

こ

と

ば
を

聞
き

思
う
「

聞
思
」

、

あ

る
い

は

「

体
解
」

「

主

体
的
読
解
」

に

も

と
つ

く
も
の

と

さ

れ

る
。

言
語

論
的
転
回
の

さ

ら

に

ポ

ス

ト

を

考
え
る

と

き
、

お

そ

ら
く
言
語
と

体
験
の

い

ず
れ

を

も
還
元

項
と

し

な
い

見
方
が

重

要
と

な

る

が
、

そ

れ
に

照
ら

す

と
、

こ

の

聞
思
と
い

う
で

き
ご

と

は

ど

の

よ

う
に

考
え

ら

れ

る

か
、

興

味
深
い

と
こ

ろ

で

あ
る

。

　

杉
村
氏
の

発
題
に

お

い

て

中
心
を
な

し

た

「

証
言
」

と

「

自
覚
」

も

ま

た
、

こ

の

関
連
で

み

る

こ

と

が

で

き

る
。

現
代
フ

ラ
ン

ス

に

お

け
る

哲

学
の

自
己

解
体
と

不
−

可

能
性
と
い

う
出

来
事
の

「

証
言
」

は
、

他
者
に

送
り

届
け
ら

れ

る

言
葉
の

伝
達
の

試
み

と

し

て

は

じ

め

て

成
立
す
る

。

一

方
、

無
に

し

て

自
己

を

見
る

自
覚
は

、

西
田

に

よ

れ

ば
、

「

知
」

で

あ

る

限
り
に

お

い

て

言
語
化
さ

れ
な

が

ら
、

他
方
で

言
語
を

絶
す

る

「

体
験
」

で

も

あ
る

。

た

だ

宗
教
と

哲
学
と

の

「

特
異
な

緊
張
と

動
揺
」

が

そ
こ

に

認
め

ら

れ

る
と

す

る

な
ら

ば
、

や

は

り
こ

こ

で

も

体
験
と

言

葉
は
、

ど

ち

ら
が
よ

り

根
源
的
と

も

言
え

ぬ

不
可

分
な

緊
張
と

動
揺
の

な

か
に

あ
る

は

ず
で

あ
る

。

　

西

平
氏
は

、

文

字
通
り

宗
教
研
究
に

お

け
る
こ

の

体
験
／
言
語
問
題
に

言
及
さ

れ

た
。

ま

た

「

無
心
」

と
い

う
も

の

が
、

事
後
的
な

構
成

、

場

合
に

よ
っ

て

は

「

ロ

マ

ン

主

義
的
憧
憬
」

や

「

願
望
の

投
影
」

に

よ

る

事

後
的
な

創

造
で

し

か

な
い

可
能
性
（
つ

ま

り
は

言

語
的
構
成
物
で

あ
る
こ

と
）

を
も

示
唆
さ

れ

て

い

る
。

他
方
で

な

お

西
平
氏
は

、

こ

と

ば

に

よ

っ

て
、

こ

と

ば
の

源
泉
で

も

あ
り
う

る

「

ゼ
ロ

ポ

イ
ン

ト
」

と

し

て

の

無
心
を

、

こ

こ

で

も
二

律
背
反

の

な

か

で

「

打
ち
の

め
さ

れ
つ

つ
」

な

お

模
索
せ

ざ
る

を
え

な
い

の

で

あ
る

。
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四

　
ポ

リ
テ

ィ

ッ

ク

ス

と

ポ
エ

テ

ィ

ッ

ク
ス

　

最
後
の

二

分
法
な

い

し
二

律
背
反
は

、

宗
教
の

ポ

リ

テ

ィ

ッ

ク

ス

と

ポ
エ

テ
ィ

ッ

ク

ス

と

で

も

呼
び

た

い

事
柄
で

あ
る

。

従
来
の

宗

教
的
な
い

し

宗

教
批
判
的
真
理

請
求
の

失
効
後
の

ポ
ス

ト

の

空

間
の

な

か

で
、

宗
教
は

生
の

創
造

的
形

成
や

把
握
に

資
す
る

も
の

と

も
、

ま

た

新
た

な
、

広

義
の

政
治
的

脅
威
や

抑
圧
を

も

た

ら

す
も
の

と

も
見
え
る

。

前
者
を

考
え

る

立

場、

あ
る
い

は

宗
教
の

そ

う
し

た

性
格
を

ポ
エ

テ
ィ

ッ

ク

ス

と

呼
び

、

後
者
の

そ

れ

ら

を

ポ

リ
テ
ィ

ッ

ク
ス

と

呼
ぶ

な

ら
ば

、

宗
教
的
な

る

も

の

に

お

け

る
、

ま

た

宗

教
を

見
る

視
座
に

お

け
る
こ

の

詩
性
と

政
治

性
両
者
の

表
裏
一

体
の

あ

り
方
を

見
届
け

る

こ

と

は
、

現
代
の

宗
教
理

解
に

と
っ

て

避
け

え
ぬ

課
題
で

あ
ろ

う
。

　

高
田

氏
の

発
題
で

は

文

字
通
り
妙

好
人
の

詩
が

紹
介
さ

れ

た

が
、

い

ず
れ

に

せ

よ

宗
教
的
レ

ト

リ
ッ

ク

に

富
む

真
宗
の

テ

ク
ス

ト
の

継
承
と

そ

の

上

に

立
っ

た

生
の

形
成
は

、

ま
た

そ

れ

を
Φ
＜
oo

鉾
署
Φ

に

語
る

発
題
の

こ

と

ば

は
、

ポ
エ

テ
ィ

ッ

ク
ス

の

領
域
に

関
わ
っ

て

い

る
。

そ

れ

と

同

時
に

、

「

宗

教
と

し

て

の

親
鸞
思
想
」

が

教
団
と
い

う

制
度
と

不
可
分
で

あ
る

と

す

れ

ば
、

そ

の

う
ち
と

そ
と

に
、

い

つ

も

常
に

ポ

リ
テ
ィ

ッ

ク

ス

の

問
題
が

生
じ

て

い

る
こ

と

に

な
ろ

う
。

　

杉
村
氏
の

発
題
も

、

証

言
と

自
覚
の

ポ
エ

テ

ィ

ッ

ク
ス

で

あ
る

と

と

も
に

、

そ

こ

か

し
こ

に

ポ

リ

テ
ィ

ッ

ク

ス

に

関
わ

る

含
意
を

も

つ

も
の

で

あ
っ

た
。

も
は

や

制
度
的

宗
教
の

枠
か

ら
は

自
由
で

あ
る

に

し
て

も、

宗
教

的
概
念
の

「

応
用
」

に

よ

り
あ
る

限
界
的
で

絶

対
的
な
こ

と

が

ら

が

暗
示
さ

れ

る

と
き

、

そ

う

し

た

概
念
や

命
題
が

同

時
に

ポ
リ

テ
ィ

ッ

ク
ス

の

た

め

の

権
威
や

拠
点
に

な
り

う
る
こ

と

は
、

歴
史
が

示
す
通
り

で

あ
る

。

杉
村
氏
が

、

証

言
と

自
覚
の

立
場
が
「

あ
る

種
の

躊
躇
い

を

免
除
さ

れ

る
こ

と

は

な
い
」

と

言
わ

れ
、

ま

た

そ
こ

で

形

成
さ

れ

る

共
同

性
や

歴
史
性
が

も
ち

う
る

「

倒
錯
に

は

警
戒
し

て

か

か

ら

な

け

れ

ば
な

ら

な
い
」

と

言
わ

れ
る

通
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あ
る

。

　

西
平
氏
も
ま

た
、

無
心
の

ポ
エ

テ

ィ

ッ

ク
ス

を

文
字
通
り
遂

行
さ

れ

な
が

ら
、

そ
の

な

か

で

ポ

リ

テ
ィ

ッ

ク
ス

の

問
題
に

直
接
言
及

さ

れ

て

い

る
。

タ

イ
ト

ル

に

す

で

に

「

無
心
の

強
迫
」

の

語
が

あ
る

が
、

西
平
氏
は

、

無
心

も

ま

た

ひ

と
つ

の

限
界
概
念
と

し

て
、

非

寛
容
で

あ
り
う
る

こ

と

を

見
逃
さ

ず
、

無
心
や

無
我
が

善
悪
の

彼
岸
に

位
置
す
る

こ

と

を
も

暗
示

す

る

大

拙
の

こ

と

ば

を

引
用
さ

れ

て

い

る
。

こ

う
し

た

点
を

ふ

ま

え
て

西
平
氏
は

、

無
心
が

仏
教
的
な
「

大
悲
」

に

つ

ら
な

り
、

社
会
的
正

義
や

非
暴
力
的
抵
抗
に

連
な

る

可

能
性
を

、

い

わ

ば
「

無
心
の

善
き

ポ

リ

テ
ィ

ッ

ク
ス
」

の

可
能

性
を

模
索
し

て

い

る

の
で

あ

る
。
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宗
教

研
究
は

今
日、

上
に

述
べ

た

よ

う
な
さ

ま

ざ

ま

な

両
極
性
の

境
界
に

立
っ

て

い

る
。

そ

の

こ

と

が
い

ず
れ
の

発
題
に

も

反
映
さ

れ

て

い

た
こ

と

は
、

有
意

義
で

あ
り

、

興

味
深
い

も

の

で

あ
っ

た
。

以
上
の

い

さ

さ

か

強
引
な

整
理
は

、

す
で

に

し

て

応
答
と

異
議
を

呼
ぶ

も

の

と

も
思
わ

れ

る

が
、

最
後
に

個
々

の

発
題
へ

の

個
別
の

質
問
を
つ

け

加
え

て

コ

メ

ン

ト
を

終
え
る
こ

と

に

し

た
い

。

　

高
田

氏
は

発
題
の

な

か

で
、

「

宗
教
と

し

て

の

思
想
」

を

論
じ

、

実
定
的
な

真
宗
教
団
を

取
り

上

げ
た

。

一

方
で

、

教
団
を

離
れ
た

親
鸞
の

受
容
に

つ

い

て

は
、

扱
わ

な
い

旨
の

こ

と

を
も

言
わ

れ
た

。

そ

れ
で

は
こ

の

親
鸞
の

著
作
や

親
鸞
伝
を

読
む

個
人

の

あ
り

方
、

い

わ
ば

「

読

書
宗
教
」

と

し

て

の

親
鸞
思
想
は

ど

の

よ

う
に

考
え
る
べ

き

だ

ろ

う
か

。

こ

の

こ

と

は

ま

た
、

テ

ク

ス

ト

の

解
釈
的

差
異

や

解
釈
的
自

由
の

問
題
と

も

関
わ
っ

て

く
る

が
、

こ

う
し

た

問
題
は

真
宗
教
団
を

考
え

る

上

で

も

浮
上

し

て

来
る

も

の

と

思
わ

れ
る

。

　

杉
村
氏
は

、

「

思

想
と

し

て

の

宗

教
」

と

い

う
シ

ン

ポ

ジ

ウ

ム

の

主

題
を

、

「

思
想
（

思

索）

に

と
っ

て

宗
教
と

は

何
か
」

と

読
み

替

え
て

語
ら

れ
た

。

そ

れ

で

は
こ

れ

を
更
に

反
転
さ

せ
、

「

宗
教
に

と
っ

て

の

思
想
」

を

問
う
と

す

れ

ば
、

杉
村
氏
の

論
じ
ら

れ

た

よ

う

な

現
代
の

自
己

解
体
的

思
想
は
、

宗

教
や

宗
教

的
生

に

と
っ

て

何
を

意

味
す
る

だ

ろ

う
か

。

思

想
も

ま
た

宗
教
に

寄
与
す

る

と

す

れ
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ば
、

こ

の

臨
界
域
の

思
考
は

、

ど
の

よ

う
な
宗
教
的
生
と

結
び
つ

き
、

ま

た

ど

の

よ

う
な

宗
教
的
生
を

形
成
す

る

の

だ

ろ

う
か

。

　

西

平
氏
は

、

「

無
心
」

と

そ

こ

か

ら

「

出
る
こ

と
」

と
い

う
二

分
法

的
用

語
法
を
も

使
わ

れ

た
が

、

発
題
で

の

模
索
に

お
い

て
、

無

心
そ
の

も

の

の

な
か

に
、

す

で

に

多
様
な

ヴ
ェ

ク

ト
ル

を

読
み

込
ま

れ

て

い

る
。

さ

ら

に

氏
は

、

無
心

に

倫
理

的
に

特
定
の

（

善
き
）

方

向
性
を

想
定
す
る

可
能
性
を

も

検
討
さ

れ
て

い

る
。

し

か

し

「

無
」

と

い

う

否
定
辞
を
戴
く

極
限
概
念
で

も

あ
る

無
心
に

こ

う
し

た

も

の

を

読
み

込
む

と

き
、

無
心
概
念
そ

の

も
の

が

損
な
わ

れ
る

恐
れ

も

あ
る

。

大
拙
が

善
悪
の

彼
岸
を

思
わ
せ

る
こ

と

ば
を

無
心
に

つ

い

て

語
る

の

も
、

こ

う
し

た

消
息
と

関
係
し

て

い

る

と

考
え

ら

れ
る

。

こ

の

デ
ィ

レ

ン

マ

を

ど

う
す
れ

ば
い

い

だ

ろ

う
か

。

N 工工
一Eleotronlo 　Llbrary 　Servloe

＊

本
コ

メ

ン

ト

は、

学
術
大
会
時
に

発
表
し

た

内
容
を、

　
た

「

レ

ジ
ュ

メ

集
」

に

拠
っ

て

い

る
。

投

稿
規
定
に

従
っ

て

増
補
し

た
も
の

で

あ
る

。

文
中
の

各
発
題
の

引
用
は、

大
会

時
に

配
布
さ

れ
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