
Japanese Association for Religious Studies

NII-Electronic Library Service

Japanese 　Assoolatlon 　for 　Rellglous 　Studles

第 1 部会

詩
的
に

表
象
さ
れ
る、

こ

れ

が
、

宗
教
の

唯
一

の

真
理
で

あ
る

。

と

こ

ろ

が
、

宗
教
は
し
ば

し
ば

象
徴
で

あ
る

こ

と

を

忘
れ、

文
字
通
り
の

真
理
や

情
報

、

道
徳
的

権
威
な
ど
を
ほ

し

い

ま
ま

に

し

よ

う
と

す
る

。

こ

れ

に

対

し

て

詩
的
な

表
現
は、

た
だ

存
在
と
想

像
力
の

自
由
な

領
域
に

身
を

委
ね

る
。

つ

ま

り、

宗
教
は

生
に

対
し

て、

究
極
的
に

は

詩
と

同
じ

価

値
を

有

す
る

に

も
か

か

わ

ら
ず、

知

識
や

経
験
に

と
ら
わ

れ
や

す
い

も

の

で

あ
る

た
め
に

詩
よ

り

も

劣
る

の

だ
。

宗
教
の

こ

の

よ

う
な

両
義
性
に

対
す
る

価

値
判
断
に

は、

暗
に

カ

ト
リ
ッ

ク

を
美
的
感

覚
に

正

直
な

庶
民
の

宗
教
と

し
て

肯
定

的
に

描
き

、

反
対
に

プ
ロ

テ
ス

タ
ン

ト

を

美
的
要
素
が

削
ぎ
落

と

さ

れ

た
知

的
な

宗
教
と

し
て

多
分
に

否
定

的
に

述
べ

る

と

い

う
彼
自
身

の

美
的
嗜
好
が、

顔
を

覗
か

せ

て

い

る
。

　
一

九
二

五

年
出

版
の

ジ
ョ

ン
・

デ
ュ

ー
イ
の

著

作
『

経
験
と

自
然』

に

対
す
る

書
評
に

お

い

て
、

サ

ン

タ
ヤ

ー

ナ
は
、

デ
ュ

ー

イ

の

言
う
自
然
主

義
が

不
徹
底
で

あ
る

こ

と

を

自
然
に

お

け
る

「

前
景
の

支
配
」

と

い

う
語

で

解
き

明
か

す
。

デ
ュ

ー

イ

の

自
然
主
義
は
人

間
の

「

経
験
」

と

い

う

「

前
景
」

す
な

わ
ち
特

定
の

パ

ー
ス

ペ

ク

テ

ィ

ヴ
に

立
つ

と
い

う
ド

グ
マ

テ

ィ

ズ

ム

を

内
包
し
て

お

り、

こ

れ
は

自
然
主
義
で

は

な
く
ヒ

ュ

ー

マ

ニ

ズ
ム

で

し
か

な
い

。

し

か

し、

サ

ン

タ
ヤ

ー

ナ

は
、

デ
ュ

ー
イ
の

自
然
主

義
を
偶
像
崇

拝
（

人
間
崇

拝）

と

い

っ

て

破
壊
す
る

の

で

は
な
く、

む

し

ろ

そ
れ
に

象

徴
的
な

意
味
を

読
み

込
ん

で

し
ま

お

う
と

す
る

。

例
え
ば

、

デ
ュ

ー
イ
の

自
然
主
義
は

ア
メ

リ

カ

の

生
活
文

化
が

要
求
し

生
み

出
し
た

象
徴
だ
と

い

う
よ

う
に
。

サ
ン

タ
ヤ

ー
ナ

の

書
評
に

対
す
る

デ
ュ

ー
イ
の

応

答
は、

サ

ン

タ
ヤ

ー

ナ

の

自
然
主

義
の

方
こ

そ
中
心
と

な

る

支
柱
が
な

い

と
い

う
こ

と

に

尽
き
る

。

デ
ュ

ー

イ
は
、

自
分
が
人

間
的
生
の

自
然
的

基

礎
を

な
い

が

し

ろ

に

す
る

よ

う

な
ヒ

ュ

ー
マ

ニ

ズ

ム

（

人
間

中

心
主

義）

に

は

与
し

な

い

自
然
主
義
者
で

あ
る

こ

と

を

繰
り
返
し

表
明
す

る
。

し
か

し、

自
ら

ド

グ
マ

テ

ィ

ッ

ク
な

自
然
主
義
者
を
名
乗
り

な

が
ら、

空

想
の

世
界
に

対
す
る
憧
憬
を
隠
し
き

れ
な

か

っ

た

サ
ン

タ
ヤ

ー

ナ

は、

デ

ュ

ー

イ
と

同
じ

く
「

ド
グ
マ

テ

ィ

ズ

ム
」

に

陥
る

こ

と

を

如
何
に

し

て

回

避
し

よ

う
と

し

た

の

か
。

　

結
局、

宗
教
は

詩
の

自
由
さ

に

及
ば
な

い
。

宗
教
は

詩
に

な

る

こ

と

は

で

き

な
い

。

そ

れ

で

も
な

お
、

サ
ン

タ
ヤ

ー
ナ
は
、

宗
教
と

詩
が
一

致
す

る

よ
う
な
空

想
的
世
界
を

好
ん

だ
。

詩
的
空
想
の

世
界
へ

の

憧
れ

が
叫
ば

れ
る

そ
の

反
面

、

自
然
に

囚
わ
れ
た

宗
教
や
動
物
的
人
間
に

対
す
る

愛
着

や

愛
お

し
さ

も

捨
て

き
れ

な

い
、

こ

の

よ

う
な
二

元
論
的
一

元

論
が
彼
の

自
然
主

義
的
宗
教
論
の

底
に

響
き

わ
た

っ

て

い

る
。

《

概
念
枠
》

と

し

て

の

宗
教
理

解
を

巡
っ

て

飯

　
田

篤

司

　

現

代
哲
学
に

お

け
る

「

言
語
」

の

前
景

化
に

伴
い

、

「

概
念

枠
」

と

し

て

特
徴
づ

け
ら
れ
よ

う
】

群
の

宗
教
観
が

語
ら

れ

て

き

た
。

世
界
経
験
を

必

然
的
に

媒
介
す
る

言
語
が

形
成
す

る

排
他
的
な

概
念
枠
と、

そ
れ

に

相

対
的
な

真
理
と

い

う
モ

チ

ー

フ

は
、

諸
文
化
伝
統
の

自
律
的
な

価
値
を
語

る

こ

と

を
可
能
と
し
て

き

た
。

さ

ら

に

日

常
言
語
使
用
や

科
学
に

は

回
収

さ
れ

な
い

独
自
の

宗
教
的
真
理
や

意

味
を

語
る

「

宗
教
言
語
」

と

い

う
理

念
も

語
ら
れ
て

き
た

。

し

か

し、

こ

の

言
語
的
境
界
は

ま

た、

根
本
的
な

概

念
的
相
違
に

よ
っ

て

他
者
と

の

対
話
さ

え
も
困
難
と

な

る

概
念

相
対
主
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義
を
も
帰

結
す
る

こ

と

と

な
る

。

　
そ

れ
に

対
し
て

D
・

デ

イ
ヴ
ィ

ド
ソ

ン

は

「

経
験
主

義
の

第
三

の

ド

グ

マ
」

と
し
て

「

概
念
枠
組
み
」

と

い

う
観
念
自
体
を
批

判
す
る

。

真
の

定

義
不
可
能
な

先
行
性
か

ら

出

発
す
る

そ

の

戦
略
は、

意

味
を

真
理

条
件
に

よ

っ

て

規
定
す
る

こ

と
で
、

言
語
理

解
か

ら

イ
デ
ア

的
な
意

味
や

そ

れ
を

内

在
化
す

る

言
語
能
力
主

体
な
ど
を

排
除
す
る

。

そ
し
て

根
本
的
解
釈
の

分

析
を
通
じ

て
、

言
語
の

翻
訳

可
能
性
ゆ

え

に
、

解
釈
不
能
な
「

根
本
的

に

異
質
な

概
念
枠
」

な
る

も
の

に

懐
疑
を

向
け
る。

む
し
ろ

「

相
手
を
た

い

て

い

に

お

い

て

真
」

と

み

な

す
「

寛
容
」

こ

そ
が
理

解
の

要
件
で

あ
る

と
さ

れ
、

そ

し

て

こ

う
し
た

根
本
的
解
釈
状
況
こ

そ
が

言
語
コ

ミ
ュ

ニ

ケ

ー

シ

ョ

ン

の

通
常
の

様
態
で

あ
る

と

す
る

。

　
こ

う
し

た

批
判
を
前
提
と
す
る

時、

概
念
枠
的
な
宗
教
理

解
に

も

再
考

が

促
さ

れ

よ

う
。

た

だ
し
、

そ
れ

は

無
条
件
な
重
な
り
合
い

を
意

味
す
る

も
の

で

な

く
、

「

た
い

て

い

の

信
念
の

重
な

り

合
い
」

か

ら

超
出
す
る

不

一

致、

特
に

「

理

論
」

に

関
す
る

不
一

致

の

可
能

性
も

指
摘
さ
れ

て

い

る
。

そ

れ

を
受
け
て

テ

リ
ー
・

ゴ

ッ

ド

ラ

ブ

は、

宗
教
を
理

論
的
相
に

据

え

つ

つ
、

日

常
・

具
体
的
な
リ

ア
リ

テ
ィ

と

の

本
質
的
な
連

動
性
の

下
に

宗

教
を
描
い

て

い

く。

そ

し
て

本
質
的
に

理

論
的
な
宗
教
は

観
察

的
変
化

か

ら

相
対
的
に

独
立
で

あ
る

が
ゆ

え
に、

「

寛
容
」

の

必
然
性
が

弱
ま
り、

宗
教
的
信
念
の

不
一

致
が

可
能
に

な
る

と

論
じ
る。

論
理
的
に

は

無
形
式

な

経
験
や

世
界
を
組
織
化
す
る

可
能
性
を
認
め

つ

つ

も、

そ
れ
は

す
で

に

概
ね

合
意
が

得
ら

れ
て

い

る

日

常
性
の

審
級
の

前
に

晒
さ

れ

て

お

り
、

「

概
念
枠
」

と

し
て

想
定
し
う
る

よ

う
な
認
識

的
優
先
性
を

宗
教

的
信
念

は

も
ち
え

な
い
。

た
だ
し

宗
教
的
信
念
は

日
常
性
の

リ
ア

リ
テ

ィ

の

上
に

立

ち
な
が

ら
も

、

「

解
釈

的
な

優
先
性
」

に

よ

り
、

日

常
の

「

評
価
」

を

果
た
し

て

い

く
と

す
る

。

　
さ

ら

に
、

「

排
他
的
な

輪
郭
を

有
し、

独

自
の

真
理

要
求
を
な

す
」

と

い

っ

た

宗
教
像
に

対
し
て

も

再
考
が

迫
ら
れ
よ

う
。

本
質
的
に

介
在
す
る

解
釈
と

い

う

契
機
へ

の

視
線
は

、

言
語
コ

ミ
ュ

ニ

ケ

ー
シ

ョ

ン

の

必
然
的

な

開
放
性

・

流
動

性
を

帰
結
す
る

。

こ

の

時
、

固
定

閉
鎖

的
で

排
他
的
な

言
説
領
域
と

い

う
理

念
は

内
側
か

ら
溶
解
し

て

い

く
。

特
定
の

語
の

使
用

に

よ
り

、

内
的
に

同
「

な
意

味
領
域
を
形
成
す
る
も
の

と

し
て

宗
教
（

諸

宗
教）

も

ま
た、

こ

の

時
そ

の

輪
郭
を

曖

昧
な
も

の

と

せ

ざ
る

を

え
な

い
。

　
こ

う
し

て

概
念
枠
と
し
て

の

宗
教
理
解
か

ら

離
れ

る

時、

す

べ

て

の

言

語
コ

ミ
ュ

ニ

ケ
ー
シ

ョ

ン

が
原
理

的
に

文
体
的
に

は

多
書
語
使
用
と

も

位

置
付
け

う
る

の

と

同
様、

原
理

的
に

流
動
的
で

多
元

的
な

言
説
の

総
体
と

し
て

の

宗

教
像
を

語
る
こ

と

も
可

能
と

な
る

。

こ

の

時
同

時
に

、

「

枠
」

を

超
え
た

意
義
も

語
る

こ

と

が

可

能
と
な
ろ

う
。

例
え

ば
デ
イ
ヴ
イ

ッ

ド

ソ

ン

は

メ

タ
フ

ァ

ー
の

効
果
を
言

葉
の

意

味
と
は

異
な
る

次
元
に

求
め

る

が
、

そ
の

創
造
的
契
機
を
宗
教
に

認
め
る

時、

従
来
の

「

宗
教
的
真
理
」

と

い

う
理

念
と

引
き

換
え
に
、

全

体
論
的
な

信
念
網
全
体
へ

と
広
が

り
う

る
可
能
性
を

手
に

入
れ

る

こ

と

と

な

ろ
う

。

　
原
理

的
に

相
互
理

解
を
阻
む

障
壁
を
排
し

た

ユ

ー
ト

ピ

ア

的
展
望
は、

し

か

し、

現
実
に

讐
え
る

隔
た

り
を

前
に

す
る

時、

無
条
件
に

共
感
さ

れ

う
る

か

は

自
明
で

は

な
い

。

実
際

、

デ
イ
ヴ

ィ

ッ

ド

ソ

ン

に

お

け

る

ホ

ー

リ
ズ
ム

網
の

中
で

の

収
斂
と

い

う
プ

ラ
ン

に

対
し
て

は

理
論
的
な

批
判
も

な
さ
れ
て

い

る
。

確
か

に

理
論
と

具
体、

理
論
と

理

論
と

の

相
対
的
自
律

性
は、

諸
宗
教
間、

宗
教
と

日

常
と

の

間
に

亀
裂
を

残
し

、

よ

り
分
裂

的

な

宗
教
像
を

描
く
こ

と
も

可
能
で

あ
ろ

う
。

た
だ
そ

の

時
に

も
「

だ

い

た

（1315）223
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い

に

お

け

る

重
な

り
合
い
」

を
希
求
す
る

権
利
は

原
理

的
に

残
さ

れ
、

の

実
現
に

は

「

寛
容
」

が

要
件
と

な

ろ
う

。

科
学
と

宗
教
と

が

扱
う

領
域
の

相
異
に

つ

い

て

冲

　
永
　
宜

　
司

そ

　

科
学
と

宗

教
と

は、

同
じ
領
域
の

事
柄
に

つ

い

て、

両
者
と

も
が

そ
れ

ぞ

れ
異
な

っ

た

見
解
を

表
明
す
る

こ

と
に

よ

っ

て

対
立
す

る
。

そ

れ
に

対

し

て、

科
学
と

宗
教
と

は

扱
わ
れ
る

事
柄
の

領
域
が
異
な
り、

し

た

が

っ

て

両
者
の

対
立
が
原
理

的
に

は

不
成
立
で

あ

る
、

と

い

う

考
え
を
こ

こ

で

は

取
り
上
げ
た

い
。

　

そ

の

第
｛

に

は
、

科
学
の

領
域
を

現
象
世
界
の

領
域、

宗

教
の

領
域
を

形

而
上

学
の

領
域
と

し

て
、

そ

れ

ら
の

領

域
区

別
を

考
え
る

立
場
が

あ

る
。

こ

の

宗
教
の

領
域
の

問
い

に

は、

「

世
界
が
な
ぜ

あ
る

か
」

な
ど

に

も

見
ら
れ
る

よ
う
に、

テ

ス

ト
不
可

能
と
い

う

共
通
し

た

性
質
が

あ
る

。

さ

ら
に

こ

の

領
域
は、

科
学
的
知
識
が

拡
大
し
た

場
合
で

も
、

必
ず
科
学

の

説
明
を
メ

タ

な
位
置
か

ら

説
明
し

な

お

す
こ

と

が
で

き

る

こ

と

を

特
徴

と

す
る

。

た

と

え
ば

厳
格
な

生
物
学
上
の

自
然
選

択
論
者
が

同
時
に

敬

虔

な
信

者
で

あ
り

得
る
理
由
は

こ

れ

で

あ
り

、

そ
れ
は
宗
教
に

お

い

て
、

神

的
な

力
や

原
因
の

観
念
を
確
保
さ

せ

る

試
み

の

中
で

用
い

ら
れ
て

き

た

構

造
で

も
あ
る

。

そ

れ

は
、

世
界
全
体
に

関
す

る

信
念
の

根
拠
は

世
界
の

中

に

見
出
せ

な

い

と

い

う、

テ

ス

ト
不
可

能
領
域
が

永
久
に

存

続
す
る

構
造

を
も

示
し

て

い

る
。

　

第
二

は
、

自
然

的
事
実
と

そ

れ

を

容
れ

る

規
範
や
コ

ン

テ

ク
ス

ト
と

は

不
可

分
で

あ
り、

両
者
と

も

を

実
在
と

見
な

す
立
場
で

あ
る
。

こ

の

立

場

は、

自
然
は

無
意

味
で

無
価
値
で

あ
り、

意

味
や
価

値
と

は

事
実
に

対
し

て

主

観
的
に

付
与
さ

れ

る

非
実
在
に

過
ぎ
な

い

と

い

う
考
え
を
も
、

主
観

的
価

値
評

価
の

ひ

と

つ

と

し

て

見
な
す

。

も

し

徹
底
的
に

事
実
の

み

が

実

在
で

あ

れ

ば、

「

価
値
が
な

い
」

と

い

う

価
値
判
断
さ

え

も

意
味
を
持
た

な
い

か

ら

で

あ
る

。

つ

ま
り、

自
然
の

事
実
だ
け
で

は

自
然
か

ら

の

価
値

剥
奪
さ

え

で

き
な

い

は

ず
だ
が
、

こ

の

剥
奪
を
行
っ

て

い

る

こ

と

が

ま

さ

に
、

事
実
と

価
値
判
断
と
の

不
可

分
性
を
示
し
て

い

る
。

そ

し

て

こ

の

判

断
は

科
学
で

は

な

く、

科
学
を
形

作
る

生
の

営
為
で

あ
り

、

そ

の

生
と

は

科
学
的
事
実
に

不
可
欠
で

あ
る

こ

と

に

よ

っ

て
、

実
在
性
を

確
保
す

る
。

こ

う

考
え
る

と

逆
に、

純
粋
な

自
然
と

は、

自

然
「

主

義
」

的
世

界
で

も、

宗

教
的
理

念
が

描
く
世
界
で

も

な
い

こ

と

に

な

る
。

　

第
三

に
、

宗
教
の

領
域
を
形
而
上
学
的
な
真
理
が

定
立
す

る

以

前
に

見

る

立
場
が

考
え

ら

れ

る
。

こ

の

領
域
は
、

世
界
の

根
源
に

関
す

る

言
説
さ

え
を
も

成
立
さ

せ

て

い

る

場
所
を

形
成
す
る

。

こ

れ

は

科
学
の

言
説
に

宗

教
の

言
説
を

対
置
さ

せ

る

の

で

は

な

く
、

両
者
の

対
立

構
造
そ

の

も
の

を

切
り
崩
し

て

ゆ
く
こ

と
で

あ
る

。

そ

れ

は

機
械
的
白
然
の

無
意
味
に

対
し

て、

目
的
的
な
有
意

味
を

対
置
す
る

立
場
で

さ

え

な

い
、

根
源
的
な

生
の

立

場
で

あ
る。

反

対
に

形
而
上

学
的
な

言
説
に

よ

っ

て

世
界
に

意
味
付
与

し
よ

う

と

す
る
態
度
の

方
が、

特
定
の

プ
ラ

グ
マ

テ

ィ

ッ

ク
な
目
的
の

た

め
に、

生
か

ら

抽
象
さ

れ
た

意

味
連

関
に

組
み

込
ま

れ
て

い

る
。

し

た

が

っ

て

生
へ

の

帰
趨
と

し

て

の

形
而
上

学
的

言
説
の

切
り
崩
し

は
、

言
説
以

前
に

位
置
し

、

存
在
者
と
は

な
ら
な
い

。

し

た
が
っ

て
、

そ
れ
は

前
二

者

の

よ
う
に

究
極
的
な

知
と

し
て

さ

え、

設

定
で

き

な
い

。

む

し
ろ

形
而
上
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