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で

き
な
い

根
深
さ

を

有
し
て

い

る
。

そ

れ
を
承
知
し

た
上
で、

な

お

価
値

中
立

的
な
進
化
の

図
式
を
模
索
し
よ
う
と

す
る

努
力
は

果
た
し
て

可
能
か

つ

有
意
義
な
の

だ
ろ

う
か

。

意

義
は

、

政
治
的
な
意
図
に

沿
わ
せ

た
プ
ラ

グ
マ

テ

ィ

ッ

ク
な

宗
教
史
の

構
成
の

う
ち

に

し
か

な

い

の

だ
ろ

う
か

。

　

そ

の

よ

う
な
判

断
へ

向
け
た
努
力
は、

宗
教
の

進
化
に

つ

い

て

は

放
棄

さ

れ

た
。

ス

ペ

ン

サ
ー
の

社
会
進
化
論
と

と

も

に

語
ら

ず
に

置
く
こ

と

が

選
ば
れ

た

の

で

あ
る

。

忘

却
に

よ

っ

て

問
題
は

省
み

ら

れ

な
く
な
る

。

恐

ら

く、

宗
教
の

進
化
と

い

う
着
想
は、

宗
教
の

近
代
化
と

い

う

観
念
に

置

き

換
え
ら
れ、

同
じ

難
題
が

繰
り

返
さ

れ

る

こ

と

に

な
っ

た
。

世
俗
化
や

私
事
化
と

い

っ

た

問
題
が
、

依
然
と

し

て

議

論
を
引
き

つ

け
る

部
分
が
あ

る

と

し

て
、

一

方
で

、

「

進
化
論
」

と

し
て

の

そ
の

難

点
は

研
究
者
を

躊

躇
さ

せ

る
。

し
か

し
、

あ
ら
ゆ

る

社
会
的
動
態
を
扱
う

研
究
は
、

進
化
論

と

同
じ

問
題
を
孕
ん

で

い

る
た

め、

こ

の

点
は

避
け
て

通
れ
な
い

。

か

と

い

っ

て
、

も
し

社
会
学
的
関
心
を

放
棄
し

て

し

ま
う
な
ら
ば、

現
前
す
る

社
会
に

学
術
的

言
説
を

通
し

て

介
入

す
る

と

い

う、

学
問
そ
の

も

の

の

効

果
に

対
す
る

評
価
も

捨
て

て

し

ま

わ

な
け
れ

ば
な

ら

な
い

だ
ろ

う
。

そ

こ

で

改
め

て

「

宗
教
の

進

化
」

に

目
を

向
け
る

必
要
性
が
認
め
ら
れ

る
。

　
「

宗
教
の

進
化
」

は
、

極
め
て

多
く
の

イ
メ

ー

ジ

を

雑
居
さ

せ

て

い

る
。

「

宗
教
」

を

実
体
と

し

て

捉
え
れ

ば
、

そ
の

ま
ま

で

「

宗
教
」

の

進

化
は

可
能
に

な

る

が、

多
く
の

場

合、

そ

れ
は

特
定
の

教
義
や

人
々

の

観
念
の

進
化
を
意
味
し

て

い

た
。

社
会

進
化
論
と

結
び
つ

い

た

後
で

は、

社
会
進

化
に

お

け

る
あ
る

側

面
が

、

そ
れ

に

該
当
し
て

い

た
。

い

ず
れ
に

せ

よ、

「

宗
教
」

と

い

う
実

体
を

想
定
し
な
い

限
り、

そ
れ
は

「

進
化
」

の

内
容

に

大
き

く
依

存
す
る

こ

と

に

な
る

。

特
に
、

コ

宗
教
の

進
化
」

に

関
し

て

は、

進
化

自
体
が

な
ぜ

起
こ

る

の

か

で

は

な
く、

そ
の

順

序
と

軌
跡
が

専

ら

議
論
の

対
象
と

さ

れ
て

き

た
。

さ
ら
に

は、

進
化
の

メ

カ
ニ

ズ
ム

自
体

は

生

物
学
的
な
進

化
の

ア

ナ

ロ

ジ
ー

に

よ
っ

て

済
ま

さ
れ
て

き

た

の

で

あ

る
。

そ

こ

で

解
釈
が

果
た

す
役
割
が

肥
大
化
す
る

。

つ

ま
り

、

宗
教
の

序

列
に

関
係
す
る

価

値
判
断
の

問
題
は
こ

こ

に

由
来
し
て

い

る
。

　
社
会
の

進
化
は、

生
物
の

進
化
に

対
す
る

位
置
に

よ

っ

て

も

区
別
さ

れ

る
。

二

つ

の

進
化
の

分
離
は

、

社
会
進
化
に

お

け
る

生
物
学
的
な
ア

ナ

ロ

ジ
ー

を

介
入
し

や

す
く
す
る

と

と
も
に
、

客

観
的
科
学
の

装
い

を
も
つ

生

物
進

化
か

ら

切
り
離
さ
れ
る

こ

と
に

よ

っ

て
、

実
践
的
道
徳
的
ニ

ュ

ア

ン

ス

を

社
会
進
化
的
な

記
述
に

付
与
す
る

。

こ

の

二

つ

の

帰
結
か

ら

も

価
値

判
断
の

性
格
が
生
ま

れ
て

く
る
。

　
し

か

し、

進

化
の

概
念
に

お

け
る
よ

り
重
要
な

区
別
は、

進
化
が
一

つ

の

位
椙
で

生
じ
る

も
の

か
、

新
た
な
位
相
の

創
発
を
伴
う
も

の

で

あ
る

か

と

い

う

点
に

あ
る

。

前
者
に

は

ダ
ー
ウ

ィ

ン

が
、

後
者
に

は

ベ

ル

ク

ソ

ン

が

属
す
る

。

こ

の

よ

う
な

区
別
は

、

進
化
を
語
る

こ

と

の

実
践

的
意

味
に

帰
結
す
る

。

「

信
」

と

「

虚
構
」

に

関
す
る

理

論
的
研
究

　

ー
分

析
哲
学
を

手
が
か

り
に

ー
谷

内

悠

　
「

宗
教
」

と
い

う
近

代
ヨ

ー

ロ

ッ

パ

的
概
念
を
そ

の

複

雑
な

歴
史
背
景

か

ら

切
り

離
し

得
な

い

こ

と

は
、

非
ヨ

ー

ロ

ッ

パ

世
界
に

お

け
る

「

宗

教
」

を

学
問
的
に

取
り

扱
う

際
に

避
け

難
い

ア
ポ

リ
ア
と

な
っ

て

い

る
。
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同
様
に

近
代
が

つ

く
り

出
し

た

「

神
話
」

と

い

う
概

念
も
ま

た
、

見

直
し

が

必
要
で

あ
る

と

発

表
者
は

考
え
る

。

例
え
ば

、

「

神
話
」

が

内
包
す
る

「

現
実
」

性
と

「

虚
構
」

性
に

つ

い

て

は

様
々

な
議
論
が

あ
る

が
、

そ
の

境

界
の

脆
さ

な
ど
に

対
し

て

は

よ

り

包
括
的
な

視
座
か

ら
の

研
究
の

必
要

が

あ
る
だ

ろ

う
。

と

り

わ
け

日

本
神
話
研
究
に

お
い

て

は、

「

現

実
／
虚

構
」

性
に

対
す
る

「

信
」

の

矛
盾
が
、

二

者
択
一

と
い

う

本
質
的
で

な
い

手

法
で

し
か

問
わ
れ
て

こ

な
か

っ

た
。

さ
ら

に

こ

の

点
は、

現

代
の

諸
々

の

「

信
」

（
諸
「

宗
教
」

と

「

自
然

科
学
」

の

関
係
な

ど
）

に

お

い

て

も

再
考
さ

れ
る
べ

き

課
題
で

あ
る

と

言
え
る

。

　
よ

っ

て

発
表

者
は

、

こ

の

よ

う
な

状
況
を

扱
う
こ

と

の

で

き

る
、

脱
ヨ

ー
ロ

ッ

パ

的
で

よ
り

普
遍
的
な

独

自
の

理

論
を

構
築
し
た
い

と

考
え
た

。

分
析
対
象
が
「

神
話
」

物
語
の

よ
う
な
「

宗
教
『

言
説
』

」

で

あ
る

た
め、

言
語
学
的
転
回
以

降
の

潮
流
に

あ
る

分
析
哲
学
を
基
礎
と
す
る

こ

と

は

妥

当
で

あ
ろ
う

。

そ
し

て

ま

ず、

そ

の

代
表
的
な

哲
学
者
で

あ
る

W
・

V
・

0
・

ク
ワ

イ
ン

の

「

概
念
図
式

8
⇒
o
Φ

冥
蝦

巴
。゚

o

冨
ヨ
Φ

」

と
い

う

概
念
に

注
目
し
た

。

「

概
念
図

式
」

と

は、

無

秩
序
な

な

ま
の

経
験
を

解
釈
し

整

頓
す
る
図
式
の

こ

と

を

指
す

。

そ

し
て、

あ
る

存
在
を
受
け
入
れ

る

と

い

う
こ

と

は、

そ
れ
を
理

解
す
る

こ

と

を
可

能
に

す
る

「

概
念
図
式
」

を

全

体
と

し
て

受
け
入
れ

る

こ

と

に

他
な
ら
な
い

と

ク

ワ

イ
ン

は
指

摘
し
て

い

る
。

つ

ま

り
、

「

概
念
図
式
」

が

「

現
実
」

の

存
在
を

規
定
し
て

い

る

の

で

あ
り、

そ

の

概

念
を

拡
張
す

れ
ば

、

「

現
実
」

と

「

虚
構
」

は

「

信
」

に

基
づ

く
「

概
念
図
式
」

の

選

択
に

応
じ
て

相
対
的
で

あ
る
の

だ

と

言
え

る
。

　
こ

の

よ
う
に

流

動
的
な

「

現
実
」

は、

他
者
と

の

コ

ミ
ュ

ニ

ケ

ー
シ

ョ

ン

に

お

け
る
認

識
の

「

共
有
」

と

い

う
、

証
明
不
可
能
で

無
意
識
的
な

暗

黙
の

前
提

、

延
い

て

は

そ

れ

に

対
す
る

「

信
」

に

よ
っ

て、

安
定
し
た
も

の

と

な

り
得
る

。

そ
の

「

共
有
」

に

お

け
る
不
確
定

性
の
エ

ポ
ケ
ー

な

ど

を

支
え
て

い

る

も
の

を、

発
表
者
は

「

メ

タ
ー

概
念
図
式
」

と

名
づ

け

た
。

そ
れ
は

、

諸
々

の

シ

チ
ュ

エ

ー

シ

ョ

ン

に

応
じ

て

「

概
念
図
式
」

を
選
択

し
、

は
た
ら
か

せ

て

い

る
。

こ

の
、

ク
ワ

イ
ン

に

お

い

て

は

明
確
化
さ

れ

て

い

な
い

二

重

構
造
に

よ

っ

て、

日

常
の

コ

ミ
ュ

ニ

ケ

ー
シ
ョ

ン

に

お

い

て

他
者
と
の

合
意
を
得
ら

れ
る
よ
う
な

「

現
実
／
虚
構
」

の

峻
別
が

な

さ

れ
、

「

現
実
な
る

も
の
」

が

つ

く
り
出
さ
れ
て

い

る

の

で

あ
る

。

　
こ

の

二

重

構
造
に

は
、

「

信
」

を

軸
と

し

た

ダ
イ
ナ

ミ

ズ

ム

が

想
定
さ

れ
る

。

そ
れ
は

、

経
験
に

縁
取
ら
れ
た

「

概
念
図

式
」

が

変
化
す
る

こ

と

に

よ

り
、

「

メ

タ
ー

概
念
図
式
」

も
そ
の

影

響
を
受
け

、

そ

れ
が

さ
ら
に

他

の

「

概
念
図
式
」

た

ち
に

も
及
ぶ、

と

い

う

循
環

関
係
で

あ
る

。

こ

こ

に

は、

「

概

念
図
式
」

レ

ベ

ル

と
「

メ

タ
ー

概
念
図
式
」

レ

ベ

ル

と

い

う、

二

つ

の

「

信
」

の

様
態
が

見
ら

れ
る

。

そ
し
て

こ

れ
ら
が
は
た
ら

く
こ

と

に

よ
っ

て
、

「

虚
構

ヨ
国

叶
Φ・
び
 

嵩
 
＜
Φ
」

性
を
も
つ

「

現
実
な
る

も
の
」

の

無

根
拠
性
が

覆
い

隠
さ

れ

る
の

で

あ

る
。

「

信
」

と

は
、

そ

の

意
味
で、

我
々

が

よ

っ

て

立
つ

こ

と

の

で

き

る
も

っ

と

も
確
固
た

る
地
盤

、

〈

根
拠
〉

の

よ
う
な
は

た

ら
き
を
す
る

何
も
の

か

で

あ
る

、

と

言
え

る

か

も
し
れ

な

い
。

　
発

表
者
は

、

「

宗

教
」

も
含
む

広
範
な
人

間
の

営
み

を

包
括
し

て

捉
え

得
る

こ

の

新
た

な
「

信
」

概
念
を

中
心
と

し

た

理

論
に

よ

っ

て、

現
代
に

お

い

て

「

宗
教
」

を

考
察
す
る

際
の

手

助
け
と

な
る

こ

と

を
目
的
と

し
て

い

る
。

こ

の

理

論
を
応
用
す
れ
ば、

例
え

ば、

如

何
に

し

て

我
々

が
現
代

社
会
に

お

け

る

複
雑
な
「

信
」

の

状
態
を
可
能
に

し
て

い

る

の

か
、

と

い

っ

た

こ

と
も

言
え
る

だ
ろ
う

。
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そ

し

て

何
よ

り、

「

信
」

に

よ

っ

て

二

重

構
造
の

循
環

を

促
し
、

「

現

実
／
虚
構
」

の

あ
り

方
を

人
為

的
に

揺
る

が

す
こ

と

は

可
能
で

あ

り、

と

り

わ
け、

「

虚
構
」

で

あ
る

と

い

う

了

解
が

あ
っ

た

に

も
か

か

わ

ら

ず、

意
識
的
な
ダ

イ
ナ

ミ

ズ

ム

の

利
用
に

よ

っ

て

積
極
的
に

「

メ

タ
ー

概
念
図

式
」

を

変
容
さ

せ

得
、

や
が
て

「

現
実
」

へ

と
影

響
を

及
ぼ

す

よ

う
に

な

り、

そ

れ

自
身
「

現
実
」

の
一

部
と

化
し
て

い

く
よ

う
な

テ

ク

ス

ト、

そ

の

よ

う
な

「

概
念
図

式
」

こ

そ
が

、

「

神
話
」

で

あ
る

と

発
表
者
は

定
義

づ

け
る

。

勺
げ
置
o
ω

ob

げ

冨
b
 
同
 

P
巳
ω

と

い

う
概
念
の

　
　

歴
史
的
変
遷
を

め

ぐ
る

考
察

リ

ア

ナ
・

ト
ル

フ

ァ

シ
ュ

　
「

永
遠
の

哲
学
」

と
は
、

二

十
世

紀
の

初
め

頃
か

ら
、

様
々

な

思

想
家

や

哲
学
的
・

宗
教

的
学
派
に

よ

っ

て

広
く

用
い

ら
れ
る

よ

う
に

な

っ

た

哲

学
的
な

概
念
で

あ
る

。

そ

の

明
確
な

意
味
に

つ

い

て

は
一

致
し

た

見

解
が

存

在
し
な
い

が
、

　一

般
に

「

あ

る
主

題
が

哲
学
の

歴
史
の

中
を

絶
え
ず
流

れ

続
け
て

お

り、

ま

た、

あ
る

不

朽
に

し
て

永
続
的
な
真
理
を、

歴
史
上

の

い

か

な
る

時
代
に

お

け

る

哲
学

書
の

中
に

も

見
出
す
こ

と
が

出
来
る
」

と

い

う

内
容
を

指
す

も
の

と
し

て

理
解
さ
れ

て

い

る
。

現

在
「

永
遠
の

哲

学
」

を

代
表
す
る

と

自
ら

主
張
し

て

い

る

学
派
の

内
で

最
も

有
力
な

の

は、

ル

ネ
・

ゲ
ノ

ン
、

ア

ー
ナ
ン

ダ
・

ク
マ

ー
ラ

ス

ワ

ー

ミ
、

ブ

リ
ッ

チ

ョ

フ
・

シ

ュ

オ

ン

な
ど

を

中
心
と

し
て

前
世
紀
の

三

十
年
代
頃
に

登

場
し

た、
　一

般
に

「

永
逮
の

哲
学
派
」

と

呼
ぼ

れ
て

い

る

も
の

で

あ
る。

彼
ら

に

と
っ

て

「

永
遠
の

哲
学
」

と

は
、

始
ま

り
を
も

た

ず、

ま

た

様
々

に

異

な
っ

た

知
恵
の

表
現
に

お

い

て、

そ

れ

自
体
と

し

て

変
わ

る

こ

と

の

な
い

形
而
上

学
的
な

真
理
を
意
味
し

て

い

る
。

そ

し

て、

こ

う
し
た

真
理
を
歴

史
上
の

あ
ら
ゆ

る

時
代
に

お

け

る

文

書
お

よ

び
口

承

伝
統
の

中
に

見
出
す

こ

と

が

出
来
る

と

彼
ら

は

主

張
す
る

。

　
既
に

二

十
世

紀
の

中
頃
か

ら、

ハ

イ
ン

リ
ヒ

・

ツ

ィ

マ

i
、

ミ

ル

チ

ャ

・

エ

リ

ア

ー

デ、

ス

テ

ラ
・

ク

ラ

ム

リ
ッ

シ

ュ

、

ア

ン

リ
・

コ

ル

バ

ン
、

ジ

ル

ベ

ー

ル

・

デ
ュ

ラ

ン
、

ア

ン

ト

ワ

ー

ヌ

・

フ

ェ

ー

ヴ
ル

な

ど

と

い

っ

た

学
者
た

ち
が
、

何
ら

か

の

形
で

そ
の

影
響
を
受
け
て

い

た
。

ま

た

過

去
数
十
年
の

聞
に、

と

り

わ
け

米
国
や

英
国
で

比

較
宗
教
学
や

宗
教
多

元

主
義
に

つ

い

て

研
究
し
て

い

る

学

者
達
の

永
遠
の

哲
学
派
に

対
す
る
感

心
が

次
第
に

大
き
く
な
っ

て

き
た

。

永
遠
の

哲
学
派
の

思
想
は

宗
教
的
な

も
の

で

あ
り、

ま
た
そ
の

影
響
は

宗

教
学
の

領
域
に

ま
で

広
が

っ

て

き

て

い

る

為
、

宗
教
学
は

同
学
派
の

主
張
を
よ
り

良
く
知
る

必
要
が

あ
る

よ

う

に

思
わ
れ

る
。

一

方、

「

永
遠
の

哲
学
」

と

い

う
概
念
自

体
が
、

そ

れ

本

来
の

用

法
か

ら

現
代
に

お

け
る

同
学
派
の

用
法
に

至
る
ま
で

に
一

体
ど

の

よ
う
な

歴
史
的
変
化
の

過
程
を
辿
っ

て

来
た
の

か

を
明
ら
か

に

す

る

必
要

が

あ
る

だ
ろ

う
。

　
本
発
表
の

目
的
は

以
下
の

通
り
で

あ
る

。

一
、

現
代
に

お

け

る

永
遠
の

哲
学
派
の

思
想
に

関
し
、

そ

の

根
本
的
な
主
張
を
要
約
す
る

こ

と
。

二
、

「

永
遠
の

哲
学
」

と

い

う

概
念
や、

そ

れ
に

相
当
す
る

他
の

表

現
の

歴
史

を、

過
去
へ

と
遡
っ

て

明
ら

か

に

す
る

こ

と
。

三
、

以
上

の

二

点
に

基
づ

い

て
、

「

永
遠
の

哲
学
」

と

い

う
概
念
本
来
の

用
法
と
、

現
代
に

お

け
る

そ

れ

と

を
隔
て

る

約
四

世
紀
の

問
に

、

同
概
念
の

宗
教
的
な

意

味
内
容
が
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