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宗
教
共
同
体
の

哲
学
的
考
察

小

　
田

　
淑

　
子

　
一
　

宗
教

共
同
体
と

宗
教
哲
学

　

宗
教
哲
学
が

宗
教
と

は

何
か

を

哲
学
的
に

問
う
学
問
で

あ
る
な

ら、

宗

教
思
想
だ
け
で

は

な
く、

宗
教
現
象
や

宗
教

制
度
も
ま

た

そ
の

研
究
対
象

と

す
べ

き

で

あ
る
。

現

在
の

日

本
人
の

多
く
が

初
詣
や

豊
穣
祈

願
に

参
加

し
、

仏
教
の

死
者
儀
礼
を
行
い

つ

つ
、

自
分
は

無
宗

教
だ

と
表

明
す
る

。

こ

の

誤

認
を

宗
教
学
や

宗
教
哲
学
は

放
置
す
べ

き
で

は

な
い

。

日

常
生

活

の

中
の

宗
教
も
宗
教
の

重
要
な
一

面
と

し

て

考
察
す

る

宗
教
哲
学
が

必
要

で

あ
ろ

う
。

宗
教
共
同

体
の

考
察
は

「

宗
教
と

は

何
か
」

を

問
う
一

つ

の

切
り
口

で

あ
る

。

本
稿
で

は

詳
し
い

説
明
を

省
く
が

、

宗
教
共

同
体
と

は

現
代
の

日

本
社
会
や
教
会

制
度
の

な

い

イ

ス

ラ

ー

ム

社
会
を
意

味
し、

多

数
派
宗
教
の

生
活
様
式
が
浸

透
し
た

共
同
体
で

あ
る

。

　

人
が

宗
教
な
い

し
宗

教
的
真
理
と

出
会
う

場
合

、

創
唱

者
を

除
い

て

既

存
の

宗
教
に

出
会
う

。

ゲ
ル

ナ

ー

は

「

理
性
が

成
熟
す
る
以
前
に

、

人
は

す
で

に

文
化
を
学
ぶ
」

（

陶
鳴

毳

§

§
職

O
ミ
ミ
這
）

と

指
摘
し
た

が、

宗

教
も

同
様
で
、

主
体
的
な

宗
教
体
験
に

先
立
っ

て、

日
常
生
活
の

中
で

宗

教
に

触
れ
る

。

そ
こ

で

宗
教
に

関
す
る

素
朴
な

知
を

身
に

つ

け
る

。

宗
教

共
同
体
を

形

成
し

世
代
間
伝
承
さ

れ

る
こ

と
、

お

よ

び

儀
礼
を

も
つ

こ

と

が

宗
教
と

哲
学
と

の

決
定
的
な

相
違
で

あ

る
。

そ

れ
は

宗
教
的
真
理

（

神
、

来
世、

救
済）

の

特
異
性
と

関
連
す
る

だ
ろ

う
。

こ

の

特
徴
は

教

義
思
想
を
も
た
な
い

古

代
宗
教
に

も、

教
義

・

神
学
の

伝
統
を
も
つ

宗
教

に

も

共
通
す
る

。

そ

れ
ゆ
え、

宗
教
と

は

何
か

と

い

う
問
い

を
あ
ら
ゆ

る

宗

教
に

妥
当
す
る

形
で

問
う
こ

と

が
で

き

る
。

　
二

　
宗
教

共
同
体
と

宗
教

的
真
理

　
ワ

ッ

ハ

は

宗
教
体
験
か

ら
知

的、

行
為
的

、

社
会
的
表
現
が

生
じ

る

と

論
じ

た
。

ワ

ッ

ハ

の

説
明
は

創
唱
者
や

そ

の

弟
子
の

宗
教
体
験
か

ら

諸
形

態
が

成
立
す
る

過

程
に

は

妥
当
す
る

が
、

宗
教

共
同
体
や

儀
礼
は

個
人
の

宗

教
体
験
か
ら
そ
の

都
度
形

成
さ

れ
る

の

で

は

な

く、

個
人
の

宗
教
体
験

に

先
立
っ

て

存
在
す
る

事
実
を

必
ず
し

も

説
明
し

な
い

。

儀
礼
の

定
型

化

や

制
度
化
（
表
現

形
態
）

は

原
初
の

宗
教
体
験
へ

の

遡
及
を
可

能
に

す
る

通

路
と
し

て

作
用
す
る

。

理
論
的
に

は、

宗
教
は

体
験
か

ら
始
ま
る

が
、

実

際
に

は

無
自
覚
な

儀
礼
へ

の

参
加
や
日

常
の

言
語
や
価

値
観
の

習
得
を

通
し

て
、

宗
教
の

素
朴
な

知
を

習
得
す
る

。

古

代
宗

教
で

は

教
義
よ
り
儀

礼
を
重

視
す
る

が
、

世
界
宗
教
で

は

素

朴
な
知
を
聖

典
や
教
義
の

理
解
を

通
じ

て

主

体
的
な

宗
教
体
験
と

理

解
に湘
咼

め

る

メ

カ

ニ

ズ
ム

（

宗
教

教

育）

を

備
え

て

い

る
。

イ
ス

ラ

ー
ム

の

シ

ャ

リ
ー

ア

は

そ

の
｝

例
と

し

て

巧
み

な

方
法
で

あ
る

。

　

教
義
が

個
人
の

信
仰
を

重
視
し

、

出
家

を

要
請
す

る

も
の

で

あ
っ

て

も、

人
々

に

布
教
さ

れ、

創
唱
宗
教
は

信
仰
者
の

共
同
体
が

で

き

て

初
め

て

成
立
す
る

。

古
代
・

民
族

宗
教
の

成
立
過
程
は

不
明
で

、

す

で

に

存
続

す
る

段

階
に

あ
る

。

宗
教
は

他
者
へ

布
教
す
る

情
熱
や

行
動
を

伴
う

。

新

し
い

宗
教
の

真
理
（
神
や

来
世）

は

非
合
理
で

容
易
に

信
じ
ら

れ
な

い
。

そ
の

真
理

性
は

そ

れ
を
承
認
す
る

信
仰
共
同
体
に

よ

っ

て

保
証
さ
れ

る
。

非

合
理
な

宗
教
的
真
理
の

承
認
は

練
達
者
の

体
験
だ
け
で

は

な
く、

宗
教

共
同
体
に

よ
っ

て

保
証
さ

れ
る

。

ま

た
、

そ

の

知
が
子

供
に

も
教
え
ら
れ

る
こ

と

は

宗
教
的
真
理
が

人

間
の

生
に

と

っ

て

非
常
に

根
源

的
で
あ
る

こ

（1311）219

N 工工
一Eleotronlo 　Llbrary 　



Japanese Association for Religious Studies

NII-Electronic Library Service

Japanese 　Assoolatlon 　for 　Rellglous 　Studles

第 1部会

と

を

示

唆
す
る

。

素
朴
な
知

は

洗
練
さ

れ
た

教
義
や

思

索
と

は

無
縁
だ

が、

あ
た
か

も

ワ

ク

チ
ン

の

よ

う
に

人
生
の

悲
惨
を

受
容
す
る

免
疫
と
し

て

作
用
し
て

き

た

と

言
え
る

。

　

近

代
以

後
、

世
俗
化
や

宗
教

離
れ

が

指
摘
さ
れ、

世
界
各
地
の

宗
教
共

同
体
も
産

業、

生
産

様
式
の

変
化
に

伴
い

、

家
族
や
地

域
共

同
体
も
変
容

し
、

経
済
や
医

学
の

発
展
に

よ

り
人
々

は

飢
餓
な
ど
生

命
の

危
機
に

鈍
感

に

な

っ

た
。

宗
教
の

素
朴
な

知
に

も
危

機
が
な

い

と
は

言
え
な
い

が、

な

お

多
く
の

宗
教
が

現

在
ま
で

存
続
し
て

い

る
。

素
朴
な

宗
教
知
は

洗
練
さ

れ

た

宗
教
思
想
や

宗
教
体
験
と

矛
盾
す
る

よ

う
だ
が
、

そ
れ
を

準
備
す
る

基
盤
で

も
あ

る
。

現
代
の

宗

教
を

考
え
る

た
め

に

も、

素
朴
な

宗

教
性
の

哲
学

的
考

察
が
必
要
で

あ
る

。

祈
り

に

お

け
る

「

か

た
ど

り
」

と

　

　
　

　

レ

ー
ウ

の

宗
教
論
か

ら

ー
「

ち

か

ら
」

木

村

敏

明

　

祈
り
を
具
体

的
な
コ

ン

テ
ク

ス

ト

に

埋
め

込
ま

れ

た

社
会
的
実
践
と

し

て

考
察
し
た

場

合、

そ

の

よ

う
な

祈
り
を

構
成
す
る

さ

ま

ざ
ま

な
レ

ベ

ル

で

の

「

か

た
」

あ
る

い

は

「

か

た
ち
」

が

果
た

す
役

割
を

考
慮
す
る
必
要

が

あ
る

。

つ

ま

り

祈
り
を

身
に

つ

け
る

と

い

う
こ

と

は

語
彙
や

リ
ズ

ム

を

含
め
た
こ

の

よ

う
な

「

か

た
」

を

適
切
に

用
い

、

そ
れ
を

駆
使
し

て

日
常

生

活
に

お

け
る

諸
経
験

、

苦
し
み

悩
み
な
ど
に

「

か

た
ど

り
」

を

し

て

い

く

こ

と

で

は
な
い

か
。

も

ち
ろ
ん

こ

の

こ

と

が

祈
り
と

い

う
現

象
の

す
べ

て

を
汲
み

つ

く

す
と

い

う
わ

け
で

は

な

い

が、

社
会

的
実
践
と
し
て

の

祈

り

を

考
察
す
る

有
効
な

視
点
と

な

り

う

る

の

で

は

な
か

ろ

う
か

。

　

本

発
表
で

は
、

祈
り

に

お

け
る

「

か

た

ち
」 、

あ
る

い

は

「

か

た
ど

り
」

と

し

て

の

祈
り

に

つ

い

て

考
察
す
る

糸
口

と

し

て
、

オ

ラ

ン

ダ
の

宗
教
現

象
学
者、

G
・

フ

ァ

ン

・

デ
ル

・

レ

ー

ウ

の

宗

教
論
を

と

り
あ
げ
る

。

レ

ー

ウ

は、

従
来
オ
ッ

ト

ー

や
ハ

イ
ラ

ー

の

ド
イ
ツ

宗
教
学
の

流
れ

の

中
に

お

か

れ
「

宗
教
経
験
」

派
の
一

人
と

い

う

扱
い

を
さ

れ
て

き
た
。

確
か

に
、

レ

ー
ウ

が

宗
教
の

本
質
を

「

ち

か

ら
」

の

経
験
に

み

て

い

た

こ

と

に

は

疑
問
の

余
地
が

な
い

。

し
か

し
一

般
に

理
解
さ

れ
て

い

る

の

と

は

少
し

異
な
っ

て
、

彼
は

宗
教
に

お

け
る

「

か

た
ち
」

の

問
題
に

終
世
こ

だ

わ
っ

た
。

『

道
と

境
界
』

（

｝

九
三

二

年）

に

代
表
さ
れ

る
彼
の

芸
術
論
は、

芸

術
と

宗
教
の

関
係
を
論
じ

た

も

の

で

あ
る

が
、

そ

れ
は

ま

さ

に

「

経
験
」

と

「

か

た
ち
」

の

関
係
を

軸
と

す
る

も
の

で

あ
る

。

　」

年
後
に

出
版
さ

れ

た

『

宗
教
現

象
学
』

（
一

九
三

三

年）

が

「

経
験
」

に

軸
足
を

お

い

た

人

類
の

宗
教
史
の

試
み

で

あ
っ

た

と

す
れ
ば
、

『

道
と

境
界
』

は

「

か

た

ち
」

に

軸
足
を
置
い

た

同
様
の

試
み

で

あ

る

と

い

っ

て

も
よ

い

だ

ろ

う
。

　
ハ

イ

ラ

ー
の

祈
り

論
に

お

い

て

形

式
性
の

問
題
が

も

っ

ぱ
ら

内
的
な
経

験
あ
る

い

は
感
情
を

硬
直
さ

せ

る

「

化
石

化、

機
械
化
」

を

招
く
も
の

と

し
て

ネ
ガ

テ
ィ

ブ

に、

せ

い

ぜ

い

で

必
要
悪
と

し

て

と

ら

え

ら

れ
て

い

る

の

に

対
し

、

レ

ー
ウ

は

祈
り

の

持
つ

違
っ

た

側
面
に

光
を

あ
て

る
。

レ

ー

ウ
に

言
わ
せ

れ
ば、

祈
り
が

生
き

生
き

し
た

「

ち

か

ら
」

を
も

つ

の

は、

そ
れ

が

固
定
さ

れ、

反
復
さ

れ
る

「

聖
な
る

言
葉
」

と

い

う

側
面
を
保
持

し

て

い

る

か

ら

だ

と

い

う
。

そ
の

意

味
で

レ

ー

ウ

は

析
り
の

形
式
性
を
堕

落
や

必

要
悪
で

は

な

く、

祈
り
に

と
っ

て

本
質
的
な
要

素
で

あ
る

と

見
る

の

で

あ
る

。

こ

の

よ

う
な

「

か

た
ち
」

と

「

経
験
」

の

関
係
は

祈
り
論
だ
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