
Japanese Association for Religious Studies

NII-Electronic Library Service

Japanese 　Assoolatlon 　for 　Rellglous 　Studles

パ ネ ル

産
す
る
行

為
に

ほ

か

な
ら

ず
、

そ
れ
へ

の

批
判
と

し
て

他

者
の

宗
教
（
的
）

哲
学
が
立
ち

上
が

っ

て

き
た

は

ず
だ
か

ら
で

あ
る

。

そ

の

た

め
、

他
者
の

宗
教
（

的）

哲
学
は

、

「

哲
学
に

と

っ

て

の

他
者
」

と

い

う
指

標
の

も
と
、

宗
教
と

呼
ば
れ

る
領
域
の

内
外
に

多

様
に

ま
た

が

る

類
似

事
象
を

包
摂
さ

せ

た

異
種
混
交
的
な
も
の

、

と

し
て

理

解
す
べ

き

で

あ
る

。

　

し
か

し、

現
代
の

他
者
の

宗
教
（
的
）

哲
学
に

お

け
る

他

者
に

は

偏
り
が

あ
る。

動

植
物

、

亡
霊、

死
者、

さ

ら
に

は

事
物
ま

で
、

定
義
上

、

他
者

概
念
は
拡

張
さ

れ
う
る
は

ず
で

あ
る

。

む
し

ろ
、

超
越
と

呼
ぼ
れ

て

い

た

垂

直
運

動、

そ
し

て

そ
の

多
様

な

類
似

経
験
を

「

上
の

方
」

で

は

な

く

「

他
の

方
」

へ

向
か

っ

て、

そ
の

多
様
性
を

維
持
し

つ

つ

再
記
述
し

て

い

く
こ

と
が

求
め

ら

れ
て

い

る
。

思
惟
の

内
部
に

多
な

る

他
性
／
他
な
る

多

性
を
切
り

開
く
こ

う
し
た

試
み

は
、

近
代
に

生
ま

れ

二

重
運
動
の

中
で

形

成
さ

れ
て

き

た

宗
教
哲
学
の

、

現

代
に

お

け
る
一

つ

の

産

物
な
の

で

あ

る
。

パ

ネ
ル

の

主
旨
と

ま

と

め

堀

雅
　
彦

　
近
年、

「

宗

教
」

概
念
の

歴

史
的
形

成
過
程
に

つ

い

て

の

研
究
が

充
実

を

見
せ

る
に

つ

れ
、

宗
教
に

固
有
の

「

本
質
」

な
る

も
の

を

想
定
す
る
こ

と

は
、

も
は

や

現
実
的
に

も
理

念
的
に

も

妥
当

性
を
持
た

な
い

の

で

は
な

い

か
、

と
の

疑
念
が

広
く

共
有
さ

れ

る

に

至

っ

て

い

る
。

こ

の

よ

う
な

状

況
に

お

い

て、

少
な

く
と

も

従
来
は

宗
教
の

本
質
を

解
明
す
る

こ

と

を

自

ら
の

存
在
意
義
と

し
て

き
た

宗
教
哲

学
は、

現
在
ど
の

よ
う
な

思
考
の

営

み

と

し

て

存
在
す
る
の

か
。

本
パ

ネ
ル

で

は、

こ

の

問
い

を
、

一

方
で

は

宗
教

哲
学
の

過

去
を
現
在
の

視
点
か

ら

振
り
返
り
つ

つ
、

ま

た
、

他
方
で

は
そ
の

現
在
に

予
感
さ
れ
て

い

る
未
来
の

可
能
性
を
展
望
す
る

と

い

う
、

二

つ

の

方
向
に

お

い

て

考
察
し
た

。

　

ま
ず、

堀
は

本
質
論
を

「

強
い

意
味
で

の

本
質
」

論
と

「

弱
い

意
味
で

の

本
質
」

論
と

に

分
け

、

現

在、

前
者
の

説
得
力
は

著
し

く
低

下
し
て

い

る
も
の

の、

後
者
を

完
全
に

離
れ

る

こ

と

は

困
難
で

あ
り、

む
し
ろ

そ

れ

を

離
れ
え
な
い

こ

と
の

自
覚
に

立
ち

、

錯
綜
す
る

複
数
の

類
似

性
の

い

ず

れ
か

に

「

投
票
す

る
」

こ

と

の

実
践
的
意
味
を

積
極
的
に

捉
え
な
お

す
こ

と

が

必
要
だ、

と

の

見
解
を

提
示
し
た

。

　
小

柳
氏
は、

オ

ッ

ト

ー

に

対
す
る
ト

レ

ル

チ
の

批
判
に

注
目
し

、

両
者

の

「

本
質
」

理
解
が

歴
史
性
へ

の

配
慮
の

濃
淡
と
い

う
点
で

差
異
を
有
す

る

こ

と

を

明
ら

か

に

し
た

。

特
に

、

「

本

質
規
定
は

本
質
形
成
で

あ
る
」

と

い

う
ト

レ

ル

チ
の

言
葉
に

示
さ

れ
る
と

お

り、

彼
の

本
質
論
が

決
し

て

没
歴

史
的
な

議
論
で

は

な
く、

む

し
ろ

固
有
の

歴
史
状
況
へ

の

応
答
と

い

う
側

面
へ

の

竣
厳
な

自
覚
に

立
つ

も
の

で

あ
っ

た

こ

と

に
、

改
め

て

注
目

す
べ

き

で

あ
る

と

氏
は

述
べ

た
。

　
松

野
氏
は、

神
経

科
学
の

知

見
を
宗
教
哲
学
に

導
入

す
る
一

つ

の

可
能

性
を

提
示
し
た
。

特
に、

近
年
大
き

な

話
題
に

な
っ

て

い

る
、

「

意
思
に

先
行
し

て

脳
が

活
動
し

て

い

る
」

と

い

う
り

ベ

ッ

ト

の

報
告
が

自
由
意
志

や
霊
魂
の

問
題
に

ど

の

よ

う
な

帰
結
を
も

た

ら

す
か

を
考
察
し

た

上
で

、

そ
の

帰
結
の

唯
物
論
的
傾
き

が
必

ず
し

も

宗
教
の

否
定
に

直
結
し

な
い

こ

と

を
明
ら

か

に

し
た

。

　
佐
藤
氏
は、

宗
教
哲
学
が

成
立

期
か

ら

抱
え
込
ん

だ
二

重
の

遠
心
運
動
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　（
宗
教
か

ら
の

／
哲
学
か

ら
の
）

に

注
目
し、

こ

の

よ

う
な
運
動

性
か

ら

出
て

く
る

「

宗
教

−

近
代

−

酋
欧
批
判
」

の

今
日

的
展
開
の
一

例
と

し
て、

現
代
フ

ラ

ン

ス

の

「

他
者
の

哲
学
」

の

動
向
を

描
出
し
た

。

ま

た、

そ

こ

で

語
ら
れ
る

「

他
者
」

に
一

定
の

偏
り
が

あ
る

こ

と
を

指
摘
し
、

動

植
物

や

死
者
と
い

っ

た

多
様
な

他
者
を

思
惟
に

繰
り
込
む

「

多
な
る

他

性
／
他

な
る

多
性
」

へ

の

視
座
の

可

能
性
を

論
じ
た

。

　
こ

れ
ら
の

発
表
を
受
け、

コ

メ

ン

テ

ー

タ

の

深
澤
英

隆
氏
は
、

ま
ず、

反
本
質

論
が

形
而
上

学
批
判
と

「

文

化
−

政

治
的
」

批
判
と

い

う
二

つ

の

文

脈
を

も
つ

こ

と
へ

の

注
日
を

喚
起
し
つ

つ
、

宗
教
研
究
に

お

け

る

反
本

質
論
が

必
ず
し
も

哲
学
的
・

科
学
論
的
に

十
分
な
レ

ベ

ル

に

な

い

中、

本

パ

ネ
ル

が

こ

れ
を

哲
学
的
観
点
か

ら

取
り
上
げ
た

こ

と

に

は
大
き

な

意
義

が

あ
る、

と

の

評

価
を
示

さ

れ

た
。

各
発
題
に

対
し

て

は、

次
の

よ

う
な

疑

問
が
呈
さ

れ
た

。

（

堀
に

対
し
て）

「

弱
い

本
質
論
」

の

例
と

し

た

ピ

ッ

ク

や
ジ

ェ

イ

ム

ズ
の

議

論
に

は、

な
お

、

あ
る

種
の

強
さ

が

内

在
し
て

い

な

い

か
。

〔
小

柳

氏
へ
V

ト
レ

ル

チ
に

お

い

て
、

認

識
枠
組
み

の

歴
史
的

制
約
へ

の

意

識
と

、

あ
る

視
座
へ

の

コ

ミ

ッ

ト
メ

ン

ト

は

ど

の

よ

う
に

調

停
さ
れ
て

い

る

の

か
。

（

松
野
氏
へ
）

例
え
ば

霊

魂
の

存

在
を

前
提
に

す

る

の

が

宗
教
だ、

と

論
ず
る

点
に

お

い

て
、

あ
る

種
の

本
質
論
に

組
し

て

い

な

い

か
。

（
佐
藤
氏
へ
）

脱
超
越
化
し、

ま

た

脱
哲
学
化
し
つ

つ

あ
る

「

他
者
」

を
め

ぐ
る

思
想
群
を、

な
お

「

宗
教
哲

学
」

と

呼
ぶ

の

は
な
ぜ

か
。

　
ま

た、

当
日
は
予
想
を
は

る

か

に

越
え
る

観
客
が

集
ま

り、

フ

ロ

ア

と

の

議
論
は

非
常
に

活

気
の

あ
る

も
の

と
な
っ

た
。

紙
幅
の

関
係
上
、

そ
の

内
容
を
こ

こ

に

記
す
こ

と
は

で

き
な

い

が
、

全

体
と

し

て

は

本
質
論
／
反

本
質
論
の

単
純
な
二

項
対

置
が

成
立

し
な
い

こ

と

が

改
め

て

浮
き

彫
り
に

な

る

よ

う
な

議
論
だ
っ

た
と

言
え

よ

う
。

終
了

後
も

議

論
の

熱
は

冷
め

ず、

残
さ

れ
た

問
題
の

大
き

さ

を

実
感
す
る

と

と
も
に
、

開
か

れ
た

対

話
・

討

論
と

し
て

の

宗
教
哲
学
の

更
な

る

可
能
性
を
も
感
じ
た

次
第
で

あ

る
。
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