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パ ネ ル

本
質
的
な
も

の

と

見
な

し、

ま

た

私
祕
的
な

感
情
や
「

言
表

不
可
能
」

な

神
秘
的
意
識
状
態
を
事
実
上
そ

の

核
心
と

見
な
し
た
彼
の

宗
教
論
に

は、

し

ぼ
し
ば

指
摘
さ

れ

る

と

お

り
、

一

定
の

偏
向
が

あ
り、

そ
れ

に

伴
う
盲

点
が

あ
る

。

し

か

し
、

ま
さ
に

そ
の

偏
向
に

お

い

て、

彼
の

宗
教
論
は、

当
時
の

人
々

が
一

般
に

「

宗
教
」

と

呼
ん
で

い

た

も
の

の

外
側
に

あ
る
一

群
の

思
想

運
動
へ

と
、

そ

の

射
程
を

延
ぼ
し
て

い

っ

た
。

「

健
や
か

な

心

の

宗
教
」

と

い

う

彼
の

概
念
は

、

確
か

に
一

つ

の

分
類
の

ラ

ベ

ル

だ

が
、

同
時
に

、

そ

の

よ

う
な

分
類
が

可
能
な

広
さ
ま

で

「

宗
教
」

を

拡
張
す
る

概
念
で

も

あ
っ

た

の

で

あ
る

。

　
以

上
、

〈

投

票
と

し
て

の

本
質
V

と

い

う

考
え

方
に

立
ち

、

ピ

ッ

ク

と

ジ

ェ

イ

ム

ズ
の

宗
教
論、

特
に

そ
れ

ぞ

れ
の

本
質
論
の

非
包
括
性
や

偏
向

を

積
極
的
に

評
価
し

な

お

す
こ

と

を
試
み

た
。

唯
一

に

し
て
並
巳

遍
、

ま
た

不
変
の

本
質
を

論
じ

る

こ

と

は、

も
は

や
で

き
な
い

だ

ろ

う
。

し
か

し

な

が

ら、

「

宗

教
」

の

内

部
で

錯
綜
し、

さ

ら

に

は
そ
の

外

部
へ

と

伸
び
て

い

く

複
数
の

類
縁
性
　（
そ
の

輪
郭
は

歴
史
の

中
で

揺
れ

動
く）

の

い

ず
れ

か

を
と

り

わ

け

重

要
な

も
の

と

し
て

選
び
出
し

、

そ

こ

か

ら
見
え
て

く
る

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　
ヘ　
　　
ヘ　　　へ　
　　　あ
　　
　ヘ　　　ヘ　　　　ヘ　
　　
ヘ　　　ヘ　　　へ

も
の
、

ま

た、

そ
こ

か

ら
し
か

見
え
て

こ

な
い

も
の

を

論
じ

る

こ

と

を
い

わ
ば
「

弱
い

意
味
で

の

本
質
論
」

と

捉
え
る
な
ら
ば

、

宗
教
哲
学
は

そ

の

よ

う
な

試
み

を

放
棄
で

き
な
い

の

で

は

な
い

か、

と

私
は
考
え
る

。

「

宗
教
の

本
質
」

と

歴
史
性

　

ー
ト
レ

ル

チ

に

よ

る

オ
ッ

ト

i
批
判
よ

り

ー

小

柳

敦

史

　

私
の

発
表
で

は
、

宗
教
哲
学
の

現
在
を
考
え

る
た
め
の

準
備
作
業
と

し

て
、

古
典
的
な

宗
教
本
質
論
の

内
容
を

再
検
討
し

た
。

そ

こ

で

取
り

上
げ

た

の

は

ル

ド
ル

フ
・

オ

ッ

ト
ー

の

『

聖
な
る

も、
の
』

で

あ

る
。

オ

ッ

ト
ー

と

同

様
に

「

宗
教
的
ア

プ

リ
オ
リ

」

に

よ

っ

て

宗
教
の

本
質
を

規
定
し
よ

う
と

試
み

た
エ

ル

ン

ス

ト
・

ト
レ

ル

チ

に

よ

る

『

聖
な

る

も

の
』

へ

の

書

評
（
→
「

o
 
一

房
。

げ

巳
竈）

を
て

が
か

り
に、

本
質
論
に

対
し

て

し

ば
し
ば

為
さ

れ

る

批
判
と

は

異
な
り、

「

宗
教
の

本
質
」

の

議
論
が

歴

史
性
へ

の

配
慮
と
、

論

者
に

よ

っ

て

程
度
の

差
を

含
み

な
が
ら、

密

接
に

結
び
つ

い

て

い

た

こ

と

を
示
し
た

。

　
『

聖
な

る
も
の
』

に

対
す

る

ト

レ

ル

チ

の

根
本

的
な

批
判
は、

オ

ッ

ト

ー
が

「

合
理
的
な
も
の

と

非
合
理
的
な
も
の

の

関
係
を
規
定
す
る

と

い

う

本

書
の

主
要
な

課

題

に

ほ

と

ん

ど

成
功
し

て

い

な

い
」

（
→
賢

o
 

房
〔

ず

お
一

P
ω．

ま）

と
い

う

点
に

あ
る

。

オ
ッ

ト
ー

は
「

聖
な

る

も
の
」

を

合

理

的
な

も
の

と

非
合
理

的
な
も
の

か

ら

合
成
さ

れ
た

カ

テ

ゴ

リ

ー

で

あ
る

と

設

定
し

て

い

た
の

で

あ
る

。

ト

レ

ル

チ
と

オ

ッ

ト
ー
で

は

「

合
理

性
／

非
合
理

性
」

の

理

解
に

差
が
あ
る

た

め
、

ト

レ

ル

チ
の

批
判
を

鵜
呑
み

に

す
る

こ

と

は

出
来
な
い

。

し
か

し

注
目
す
べ

き

は
、

オ

ッ

ト
ー

が

「

聖
な

る
も
の
」

の

う
ち
の

非
合
理
な

要
素
1ー
ヌ

ミ

ノ

ー
ゼ
で

は

な
く、

非
合
理

的
な
要

素
と

合
理
的
な
要
素

（

11
倫
理

的
な

要

素
）

の

調
和
こ

そ
が
宗
教
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ハ 不 ル

の

卓
越
性
を
測
る

「

宗
教
的
な

尺
度
」

で

あ
る

と

意
図
し
て

い

た

こ

と
、

そ

し

て

ト
レ

ル

チ

も
ま

た、

宗
教
独
自
の

ア

プ

リ
オ

リ

を
認

め

な

が
ら

も
、

宗
教
と

倫
理

の

調
和
が

宗
教
の

妥

当
性
を

測
る
基
準
と
な

る

と

考
え

て

い

た

こ

と

で

あ

る
。

オ
ッ

ト

ー
と
ト
レ

ル

チ

は
、

他
の

何
か

に

還
元
出

来
な
い

宗

教
独
自
の

要
素
を

「

宗
教
の

本
質
」

と

考
え
、

そ
の

解
明
を

宗

教
哲

学
の

課
題
と

し

て

い

た
こ

と

は

確
か

で

あ
ろ

う
が
、

そ
れ
は

彼
ら
に

と

っ

て

宗
教
哲
学
の

最
終
課
題
で

は

な

か

っ

た
。

「

宗
教
の

本
質
」

の

探

究
は

、

人

間
精
神
の

他
の

本
質
と
の

連
関
を

考
察
す
る

た
め

の

も
の

で

あ

り、

そ

の

問
題
意

識
に

規
定
さ

れ
て

い

た
の

で

あ
る

。

　
ア

プ

リ
オ

リ
な

宗
教
性
の

内

部
で

の

合
理

性
と

非
合
理
性
の

調

和
（

オ

ッ

ト

ー
）
、

あ
る

い

は

宗

教
的
ア

プ

リ

オ

リ
と

倫
理

的
ア
プ
リ

オ

リ

の

調

和
（
ト

レ

ル

チ）

を

歴
史
の

中
に

あ
る

実
定
的
宗
教
を

判
定
す

る

基

準
と

考
え
る

こ

と

か

ら、

二

人
の

関
心
は

共
に

宗
教
と

歴
史
の

関
係
へ

と

向
け

ら
れ
る

。

し
か

し

ト
レ

ル

チ

は、

オ
ッ

ト

ー

の

議
論
に

お

け
る

宗
教
と
歴

史
の

関
連
に

つ

い

て

も

批
判
す
る

。

オ
ッ

ト

ー
は

ヌ

ミ

ノ

ー

ぜ

感
情
を
人

間
の

素
地
（
〉
巳
餌
伽qo
）

に

位

置
づ

け
、

そ

の

現

れ
と

合
理

的
11
倫
理

的

思
考
と
の

調

和
が

宗
教
史
を

形
成
す
る
と

考
え

た

が
、

ト

レ

ル

チ

の

目
に

そ

れ
は

歴
史

的
な

発
展
と

は

無
関
係
で

あ
り、

同
一

の

も
の

が

現
れ

て

く

る

連
な
り
に

過
ぎ
な

い

と

映
っ

た
。

ト
レ

ル

チ

に

と
っ

て

歴
史
の

問
題
と

は、

実
際
に

何
が

宗
教
的
か

つ

倫
理

的
に

「

善
」

と
さ

れ

る
の

か

ー
オ

ッ

ト
ー

の

言
葉
で

言
え
ぼ

「

聖
」

と
さ

れ

る

の

か

ー
と

い

う
具
体
的
な

内
容

を

伴
っ

た

議
論
で

あ
っ

た
．

歴
史
に

対
す

る

両
者
の

理

解
も
ま

た、

合
理

性
／

非
合
理

性
に

つ

い

て

の

議
論
と

同
様、

両

者
の

思

想
的
背
景
か
ら

慎

重
に

論
ず
べ

き

問

題
で

あ
る

。

し

か

し
、

「

宗

教
の

本
質
」

と

歴
史
と

の

関
連
に

つ

い

て

の

理
解
の

差
と

そ

の

帰
結
に

つ

い

て

は

多
少
考
え
る
こ

と

が

出
来
る

。

宗
教

的
・

倫
理

的
な
理

念
の

実
質
的
な
価
値
を

重
視
す
る

ト

レ

ル

チ
は

、

歴

史
主
義
の

問
題
へ

と

巻
き

込

ま
れ

る
。

「

本
質
規

定
は

本

質
形

成
で

あ

る
」

と

延
べ
、

「

本
質
」

を

語
る

こ

と

は

固
有
の

歴
史
状
況

に

対
す

る

応

答
で

あ
る

と

考
え

る

ト
レ

ル

チ

に

と

っ

て

は
、

「

宗
教
の

本

質
」

の

問
い

は
ヨ

ー
ロ

ッ

パ

に

お

け
る

キ
リ
ス

ト

教
と

神
学
の

問
題
へ

と

限

定
さ
れ

る

の

で

あ
る

。

］

方、

宗
教
と

倫
理
の

形
式
的
な

連
関
を

重

視

す
る

オ

ッ

ト

ー
は

歴
史
的
背
景
を
越
え
て

「

宗
教
人
類
同
盟
」

を

組
織
す

る

こ

と
が

出
来
た

の

で

あ
る

。

　
以
上

よ
り、

「

宗
教
の

本

質
」

の

探
究
が

歴
史
性
と

関
連
し

う
る

と

い

う
可
能
性
を
オ

ッ

ト
ー
と

ト
レ

ル

チ
の

振
幅
の

範
囲
で

示
し

た
。

も
ち

ろ

ん
、

歴

史
性
を

帯
び
る
こ

と

が

可
能
だ
か

ら
と
い

っ

て
、

当
時
の

宗
教
本

質
論
を
そ
の

ま

ま

支
持
出
来
る
と

い

う
こ

と

に

は

な

ら

な

い
。

し
か

し、

本
質
論
対
反

本
質
論
と

い

う
単

純
な

構
図
は
も
は

や
描
け
な

い

だ
ろ

う
。

神
経
科
学
の

冒
険

　
　

　
　

思

考
実
験
と

宗
教

哲
学
の

可
能
性

−

松

野

智

章

　

神
経
科
学

者
で

あ
る

B
・

リ

ベ

ッ

ト
に

よ

っ

て

衝
撃
的
な

実
験

結
果
が

報
告
さ

れ
た

。

そ
の

結
果
と

は、

一

言
で

い

う
と

「

意
思
に

先
行
し
て

脳

が

活
動
し
て

い

る
」

と

い

う
も
の

で

あ
る

。

実
験
は
】

回
転
が一
∵

六

五

秒
で

高
速
に

動
く

時
計
盤

面
を

被
験
者
に

見
て

も

ら

い

な

が

ら

任
意
に
一

回

右
肘
を
動
か

し
て

も
ら
う

、

と

い

う
も
の

で

あ

る
。

そ

の

時、

脳
の

電

100（1192）

N 工工
一Eleotronlo 　Llbrary 　


