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ら
で

あ
る

。

　

そ

れ

ら

二

つ

の

時
期
の

宗

教
論
を

比
較
検
討
す
れ
ば
、

そ
の

基
本

的
枠

組
は
【

貫
し
て

い

る

こ

と

が

わ
か
る

。

そ

れ
は

次
の

よ

う
な

点
で

あ
る

。

す
な
わ

ち、

テ

ィ

リ
ッ

ヒ

の

宗
教

論
が、

「

無
制
約
的
な

も
の
」

や
「

究

極
的
な
も
の
」

を

中
心
に

据
え

て
、

い

わ

ゆ
る

「

宗

教
的
領
域
」

に

限
定

さ

れ
な

い

広
い

範

囲
に

宗

教
的
な
も
の

を

見
出
そ
う
と
す
る

点
、

個
別
的

な

宗
教
的
表

現
を

宗
教
的

象
微
と

し
て

解
釈
す
る
と

い

う

点
、

さ

ら

に

そ

の

宗
教
的
象
徴
の

「

真
理

性
」

を
「

無

制
約
的
な
も
の
」

あ
る

い

は

「

究

極
的
な

も

の
」

を

真
に

表
し
て

い

る
か
ど

う
か

に

よ

っ

て

規
定
し、

動
的

に

捉
え

る

点
で

あ

る
。

　

し

か

し、

よ

り

細
か

く
見
る
と

そ
こ

に

は
テ

ィ

リ

ッ

ヒ

の

視

点
の

変

化

を

見
て

取
る

こ

と

が
で

き

る
。

そ
れ
が

、

本
質
／
現
実
の

緊
張

関
係
と

い

う
見
方
か

ら、

広
義
／
狭
義
の

二

重

性
と

い

う

宗
教
の

理
解
へ

と

展
開
し

て

い

る
。

こ

の

変

化
は

、

（
「

究

極
的
関
心
」

と
い

う

広
義
の

宗
教
理
解
の

範
囲
内
に

お

い

て

で

は

あ
る
が
）

宗
教
の

多
元

性
を

包
括
す
る

よ

う
な
方

向
へ

と

展
開
し
て

お

り、

広
義
に

お

い

て

は

「

究
極

的
関
心
」

と

し

て

広

く
宗

教
の

意
味
を
人
間
の

実
存
に

関
わ
る

問
題
と

し
て

解
釈
し

、

狭
義
に

お

い

て

は

具
体
的
で

個
別

的
な

宗
教
を

人

間
の

実
存
的
関
心
が

表
現
さ

れ

た
象

徴
と
し

て
、

そ

れ
ら
の

意

味
を

再
解
釈
し
よ

う
と

い

う

意
図
が

確
認

で

き
る

。

　
こ

う
し
た

宗
教
論
の

変
遷
の

問
題
は
、

テ

ィ

リ
ッ

ヒ

の

真
理

観
の

展
開

に

収
斂
す
る
よ
う
に

思
わ

れ

る
。

そ
の

真
理
観
の

展
開
に

大
き
く

関
わ

る

の

が
プ
ラ

グ
マ

テ

ィ

ズ

ム

に

お

け
る
「

真
理
」

で

あ
る

。

ア

メ

リ
カ
亡

命

後
の

テ

ィ

リ
ッ

ヒ

は、

究
極
的
に

関
わ
る

こ

と

に

よ
っ

て

経
験
さ

れ
る

実

存
的
な
「

動
的
真
理
」

、

す
な

わ
ち

コ

実
存
的
真
理
」

と

い

う

概
念
に

よ

っ

て

自
身
の

宗
教
概
念
を
根
拠
付
け

て

い

る
。

そ
う
し
た

真
理

観
は

プ
ラ

グ
マ

テ

ィ

ズ
ム

の

動
的
真
理
と

い

う

考
え

方
と

類

似
し
て

お

り、

テ
ィ

リ

ッ

ヒ

自
身
も
そ
の

関
連
性
を

指
摘
し

て

い

る
。

そ
う
し
た

真
理

観
が

亡
命

後
に

宗
教
論
に

取

り

入
れ
ら

れ
、

そ

れ

と

対
を

為
す

形
で

「

究
極
的

関

心
」

の

概
念
が

現
れ
て

い

る

こ

と

か

ら、

彼
の

思
想
と

プ

ラ

グ
マ

テ

ィ

ズ

ム

の

関
わ

り
は、

今

後
さ

ら

な
る

検
討
を
要
す
る

問
題
で

あ
る。

テ

キ

ス

ト

科
学
と

イ

ン

ド

哲
学
研
究
の

　

　

方
法
論
に

つ

い

て

三

　
浦

宏

　
文

　
イ
ン

ド

哲

学
は、

こ

れ
ま

で

イ
ン

ド
の

伝
統

的
方
法、

文

献
学
的

研

究
、

思
想

史
的
研
究、

哲
学
的
研
究
と

い

っ

た

い

く
つ

か

の

方
法
論
に

よ

っ

て

研
究
さ

れ

て

き
た

。

し

か

し
、

そ

の

方
法
論
自
体
に

つ

い

て

は
］

部

を

除
い

て

あ
ま

り
議
論
さ

れ

て

こ

な

か

っ

た
。

日
本
に

お

い

て

も、

イ

ン

ド

哲
学
の

研
究
方
法
と

い

え

ば
、

仏
教
学
と

と

も

に

サ

ン

ス

ク

リ

ッ

ト
語

な

ど

の

外
国

語
文
献
を

正

確
に

読
解
し

て

行
く
と

い

う
「

客
観

的
文
献

学
」

の

イ
メ

ー
ジ
が

強
く

、

そ

の

「

客
観
的
文
献
学
」

を

下
地
と

し

て

ど

の

よ

う
な

研
究
を

す
る

か
、

と

い

う
意
味
で

の

方
法
論
は

ほ

と

ん

ど

考
え

ら
れ
て

こ

な

か
っ

た
。

　
こ

の

よ

う
な

状
況
に

対
し

て
、

名
古
屋
大
学
の

和
田

壽
弘
を

中
心
と
す

る

研

究
グ
ル

ー
プ

は、

最
近
の

著

書
で

「

テ

ク

ス

ト

科
学
」

と

い

う
新
し

い

方

法
論
を

提
案
し
た

（

和
田

壽

弘
編
『

イ

ン

ド

哲
学
に

お

け
る

伝
統
と

創
造
の

相
克

ー
テ

ク

ス

ト

と

コ

ン

テ

ク

ス

ト
」

統
合
テ

ク

ス

ト

科
学
の
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構
築
第
七
回

国

際
研

究
集
会
報
告
書、

名

古
屋

大
学
大
学
院
文
学
研

究

科、

二

〇
〇
六

年
及
び

日
o
°。

臣

匡

容

芝
巴
山

（
Φ

匹

シ

き
ミ
窺

謡

き
誉
娩

肇

昼

ミ

§
駄

ぎ
殊

の

鳥

§
ら

辞

U
色
ぴ剛”

ヨ
o

庄
巴
りd

譽
四
「
ω

貳

塁
P
悼

OO

Φ）
。

本

稿
で

は

こ

の

「

テ

ク

ス

ト

科
学
」

と
い

う

新
し
い

方

法
論
的
提

案
を

踏
ま

え
つ

つ
、

筆
者
自
身
の

見
解
に

つ

い

て

論
じ
て

行
き

た

い
。

　

こ

の

「

テ

ク

ス

ト

科
学
」

と

い

う

方
法
論
は

、

コ

ン

テ

ク

ス

ト

と
い

う

概
念
に

注
目
す
る

。

こ

こ

で

い

う
「

コ

ン

テ

ク
ス

ト
」

と

い

う

概
念
は、

テ

ク

ス

ト

の

外

部
に

つ

い

て

の

様
々

な

情
報
で

あ
る

。

も
ち

ろ
ん、

こ

れ

ま
で

も
イ
ン

ド

哲
学
に

お

い

て

コ

ン

テ

ク

ス

ト
に

つ

い

て

の

議
論
が
な
か

っ

た

わ
け
で

は
な
い

。

し

か

し
、

和
田

に

よ

れ
ば
、

そ

の

研
究
の

多
く
が

無
意

識
的
で

あ
っ

た
の

で
、

そ

れ
を

意
図
的
に

駆
使
し

て

方
法
論
を

組
み

立
て

た

い

と

す
る

。

和
田

は

「

テ
ク
ス

ト

科
学
」

の

根
本
原

理
を

「

サ
ン

ス

ク

リ

ッ

ト
あ
る

い

は

他
の

言
語
で

書
か

れ

て

い

る
テ

ク

ス

ト
を
理
解
す

る
た
め

に
、

他
の

研

究
領
域
に

よ

っ

て

提

供
さ

れ

る

情
報
の

よ

う
に
、

私

た
ち

が
そ

れ
ら
の

外

側
の

要
因
と

し
て

働
く
も
の

（
1ー
コ

ン

テ
ク
ス

ト）

へ

の

注
意
を
は
ら
う
こ

と
」

と

規
定
し

て

い

る
。

と

こ

ろ

で
、

こ

の

和
田

の

研

究
グ
ル

ー
プ

の

著
書
で

は
、

コ

ン

テ

ク

ス

ト

の

概
念
に

お

い

て

対
立

す
る

見
解
が

出
さ

れ
て

い

る
。

歴
史
的
背
景
を
イ

ン

ド
の

哲
学
を

理
解
す

る
重

要
な

コ

ン

テ

ク
ス

ト

と

見
な

す
ヨ

ハ

ネ
ス
・

プ
ロ

ン

コ

ル

ス

ト
の

見

解
と、

テ

ク
ス

ト

の

「

史
料
的
側
面
」

だ
け

で

な

く
テ

ク

ス

ト

の

「

作
品

的
側

面
」

を
璽
視
し、

そ
の

「

作
品
的
側

面
」

を

持
つ

「

対
話
的
テ
ク

ス

ト
」

に

コ

ン

テ
ク
ス

ト
を

見
出
す
下
田

正
弘
の

見
解
で

あ
る

。

ブ
ロ

ン

コ

ル

ス

ト

は
、

イ
ン

ド

哲
学
の

学
説
や

論
点
は、

イ

ン

ド

の

歴

史
的
社
会
的

背
景

抜
き

に

理
解
す
る

こ

と

は

不
可
能
で

あ
り、

そ

れ
を
無
視
し
て

西
洋

の

哲
学
の

議
論
と
比

較
す
る

こ

と

を

極
度
に

危
険
視
す
る

。

こ

れ

に

対
し

て
、

下
田

は

思
想
史

家
の

ド
ミ

ニ

ク
・

ラ

カ

プ

ラ

の

「

対

話
的
テ

ク
ス

ト
」

の

議
論
を

援
用
し

、

コ

ン

テ

ク

ス

ト

と

は

現
在
と

の

関
係
な

し
で

閉

じ
ら
れ

て

い

る
過

去
で

は

な
く、

対
話
的
テ

ク

ス

ト

で

あ
る

仏
教
聖

典
の

中
の

「

現
在
に

影

響
す

る

過
去
」

を
示
す

概

念
と

考
え
る

。

　

筆
者
の

立

場
は、

下
田
の

見
解
に

近
い

も

の

で

あ
る

。

「

テ

ク

ス

ト
」

と

は、

記
号
論
者
の

ウ

ン

ベ

ル

ト
・

エ

ー

コ

が
い

う
よ
う
に

単
な
る

物
質

的
存
在
で

は

な

く
意

味
作
用
の

体
系
と

コ

ミ
ュ

ニ

ケ
ー
シ

ョ

ン

の

過

程
と

の

混

合
概
念
で

あ
り、

　］

つ

の

事
態
と

し
て

存
在
し
て

い

る
も
の

で

あ
る

と

考
え

る

か

ら
で

あ
る

。

社
会

的
歴
史
的
背
景
と

い

う
コ

ン

テ

ク

ス

ト

は
、

そ
の

コ

ミ
ュ

ニ

ケ

ー

シ

ョ

ン

の

過
程
に

存
在
す
る
一

つ

の

重
要
な
要

素
で

は
あ
る

が
、

そ
れ
以
上
の

存
在
で

は

な

い
。

む

し

ろ
、

こ

の

テ

ク

ス

ト

に

関
す
る

コ

ミ
ュ

ニ

ケ
ー

シ
ョ

ン

（
ラ

カ

プ

ラ

の

い

う

対
話）

的
要
素

を

無
視
し

歴
史
的
社
会

的
背
景
の

側
面
だ

け
に

研
究

者
が

縛
ら
れ

た

場

合
、

そ
の

テ

ク

ス

ト
は

博

物
館
に

飾
る

べ

き

遺
品
と

化
し
て

し
ま

う
。

逆

に

そ

の

テ
ク

ス

ト
が

古
典

的
な

価
値
を

持
つ

も

の

で

あ
れ
ば
あ
る

ほ

ど
、

そ

の

コ

ミ
ュ

ニ

ケ

ー

シ

ョ

ン

的
要

素
に

よ

り、

新
た

な
読
み

が
生
ま

れ

て

く
る

。

そ

の

新
た
な

読
み

や

解
釈
こ

そ、

イ
ン

ド

哲
学
研

究
の

豊
か

な

成

果
の

源
泉
と

な

り
得
る

の

で

あ
る

。

再
考
ブ

ー
バ

ー

「

我
−

汝
」

思
相
心

堀

川

敏

寛

　
マ

ル

テ
ィ

ン
・

ブ

ー

バ

ー

の

「

我
−

汝
」

思
想
は

、

プ

ー
バ

i
研
究
の

第
一

人
者
で

あ
る
ア

メ

リ

カ

の

研
究
者
モ

ー
リ

ス
・

フ

リ

ー

ド
マ

ン

と
エ
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