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ら
で

あ
る

。

神
経
験
は
長
い

歴
史
を

持
ち

、

ユ

ダ
ヤ

教
の

ご
と

き

歴
史
的

宗
教
の

歴

史
を

形
成
し
て

き

た
。

そ

の

歴
史
を
み

る

と、

わ

れ

わ

れ
は、

神
経
験
が

「

神
経
験
を
あ
ら

ゆ

る

側
面
か

ら

侵
略
し
よ
う
と

か

か

る、

形

而
上

学、

グ
ノ

ー

シ

ス
、

呪

術
、

政

治
な
ど

の

非

宗
教

的
要
素
と

の

闘

争
を

繰
り

広
げ

て

き
た

事
に

気
づ

く

Ω

≦°

じd
虹

げ
o
が

9
聾

鬣
蕊
紺

ミ
餅

認
G 。

｛
）

。

そ
の

戦
い

と

は、

人
間
と

神
的
な
る

も
の

と

の

問
の

減
価
不

能

な

（

二

澪
馨
鬢
o
畧
σ

母
）

出
合
い

の

場
で

あ
る、

生

き
ら

れ

る

具
体
的
現

実
を

守
り

抜
く
た
め
の

戦
い

で

あ
り
、

「

わ
れ

わ
れ

の

運

命
と

わ

れ

わ
れ

の

行
為
と

の

間
に
、

あ
る

い

は

わ

れ
わ
れ
の

呼
び
か

け

と

か

な

た
か

ら
の

応

答
と

の

問
に
、

神

秘
的
な

対
話
の

な

さ

れ
る

瞬
間
」

（一
甑
偶）

を

護
る

こ

と
で

あ
る

。

こ

の

戦
い

は
人

間
が

神
か

ら

付
託
さ

れ

た、

人

と

現
実
と

の

生
き

た

統
一

を

実
現
し、

わ

れ
と

永
遠
の

な
ん
じ
と

の

関
係
を

成
就
す

る

こ

と

で

あ
る

。

こ

れ

は

ユ

ン

グ
の

言
う
如
き、

実
体
の

な
い

現
象
学
的

心
理
現
象
で

は
決
し
て

な

い
。

ポ
エ

ジ

ー

と

哲
学

ー
ド

イ

ツ

初
期
ロ

マ

ン

主

義
の

聖
な
る

も

の

へ

の

関
連

1

田

　
口

　
博

　
子

　

十
八
世

紀
末
の

イ

エ

ー

ナ
で

生
じ

た

ド

イ
ツ

初
期
ロ

マ

ン

主

義
運
動

は
、

啓
蒙
主
義
に

代
表
さ

れ

る

権
威
へ

の

反
撥
と

同
時
に

そ
の

継
承
と

い

う

複
雑
な

面
を
呈

す

る
。

理

性
は
全

面
的
に

否

定
さ

れ
る

わ

け
で

は

な

い
。

し
か

し

そ

の

活
動
は

俎
上
に

載
せ

ら
れ、

理
性
の

衣
鉢
を

継
ぐ

哲
学

に

ポ

エ

ジ

ー
が

対

置
さ
れ

る
。

今
回
の

発
表
で

は

ノ

ヴ

ァ

ー

リ

ス

と

シ
ュ

レ

ー
ゲ
ル

弟、

そ
し
て

や

や
立

場
が

異
な
る

シ

ュ

ラ

イ
ア
マ

ハ

ー

に

お

い

て、

ポ
エ

ジ

ー
と

哲
学
が

如

何
に

無
限
な
る

も
の

と

関
連
し

て

い

る

か

を

考

察
す
る

。

　
「

来
る

べ

き

哲
学
の

た

め

の

断
章
」

は、

ポ
ス

ト
・

フ

ィ

ヒ

テ

世
代
の

共

通
意
識
で

あ
る
、

従
来
の

哲
学
の

あ
り
か

た

に

対
す
る

異
議
申
し

立
て

で

あ
る

。

「

ロ

ゴ

ロ

ジ

ー
（
ピ
o
ゆqo

ざ
働q

邑
」

は

ノ

ヴ
ァ

ー

リ
ス

に

よ

る
造

語
で

、

「

ロ

ゴ

ス

の

累
乗
」

を

意

味
し

、

そ

こ

に

は

「

メ

タ
」

の

意

識
が

色
濃
く
あ
ら
わ

れ

て

い

る
。

　

来
る

べ

き

哲
学
は
「

哲
学
の

哲
学
」

だ
が、

「

：

…・
常
に

何
か

し

ら

個

人

の

哲
学
の

［
要

素
］

を
有
し
て

い

る

で

あ
ろ

う
」

。

哲
学
の

理
想
は

偶

然
的
な
も
の

を
減
じ
る

こ

と

だ
が、

メ

タ

哲
学
の

叙
述
で

は

非
哲
学
な
個

人

的
・

偶
然
的
な
も
の

が
混
ざ
る

こ

と

も
や

ぶ

さ

か

で

な
い

と

い

う
感
じ

で

あ
る
。

ま

た

「

哲
学
と

い

う

営
為
は

…

…

自
己
と

会
話
す
る

こ

と
」

で、

本
来
の

意
味
で

白
己
が

開
示
さ

れ

る

こ

と

で

あ
る

。

そ

し

て
、

哲
学

す
る

と

い

う

決

意
は

「

奴
隷
を

解
放
す
る

行
為

。

つ

ま
り、

「

自
己

へ

と

向
か

う
の

を
後
押
し
す
る

衝

撃
」

と
把
握
さ

れ
る

。

　

だ
が

哲
学
は

個
人
の

営
為
に

と

ど
ま

ら
な
い

。

と

こ

ろ

が

伝
達
に

使
用

さ
れ

る

言
語
は
、

不

十
分
な
媒
体
で

あ
る

。

そ
れ
を
補
う
の

が

師
匠
で、

「

真
の

教
師
と

は
、

道
標
で

あ
る

」

。

「

真
の

共
同
哲
学
と
は

…

…

求
め

ら

れ
て

い

る

世

界
へ

と

共
同
で

移
動
す
る
こ

と

に

あ
る

」

。

真
理

へ

の

飛
行

の

際、

先
達
は

交
替
す
る

と

い

う。

哲
学
と

い

う
営
為
を
真
剣
に

行
う
気

構
え
さ

え
あ
れ
ば

、

指
導
者
に

は

誰
で

も
な

れ
る

と

い

う
と

こ

ろ

に、

ユ

ー
ト

ピ

ア

へ

の

志

向
を
読
み

取
る
こ

と

が

で

き
る

の

で

は

な

い

か
。

　
プ
ロ

テ

ス

タ
ン

テ

ィ

ズ
ム

が

興
隆
す

る

に

つ

れ
、

聖
な

る

感
覚
の

み

な
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ら

ず
芸
術
へ

の

感
覚
も

衰
弱
し

、

啓
蒙
の

時
代
で

は

哲

学
へ

の

信
仰
が

覇

権
を

握
り、

ポ

エ

ジ

ー

の

粛
清
が

始
ま
る

。

そ

の

本

性
か

ら
し
て

ポ

エ

ジ

ー
は

自
己
と

他
者
を
結
び
つ

け
る

働
き
を

有
し

、

さ

ら
に

「

世
界
家
族
」

、

あ
る
い

は
「

万
有
の

美
し

き

経
綸
し

で

あ
る

美
し
き

社
会
の

形
成
に

寄
与

す
る

。

哲
学
が

体
系
と

国
家
形
成
と

い

う

力
に

よ

り、

個
人
と

人
類
・

万

有
の

調
和
を

は

か

る

の

に

対
し

、

ポ
エ

ジ

ー

は

生
命
に

即
し
て

そ

れ

を
行

う
。

「

ポ
エ

ジ

ー

を

通
し
て
、

最
も

高
次
の

共

感
と

協

慟
・

共
同

活
動
性

（

Oo
帥
o
泣
く

濯

痒）

が
生
じ

、

有
限
な
る
も
の

と

無
限
な
る

も
の

の

最
も

親

密
な

共
同
体
が

成
立
す
る
」

。

ポ
エ

ジ
ー

と

は

社
会
と

の

紐
帯
を
越
え
て、

万

有
と

の

紐
帯
を
も
示

唆
し、

そ

の

紐
帯
は

「

生
命
」

に

基
づ

く
の

だ
。

　

ノ

ヴ
ァ

ー

リ
ス

に

よ

れ
ば、

ポ
エ

ジ

ー

哲
学
の

両
極
の

関
係
に

よ

り
文

化
は

三

つ

の

段

階
を
辿
る

と

い

う
。

「

論
証

的
な
」

思

想
家
（
ス

コ

ラ

学

者〉

と

詩
人
が

そ
れ
ぞ

れ

孤
立
し

て

活
動
を

行
う
第
一

段
階

。

第
二

段
階

で

は

哲
学
と

ポ

エ

ジ

ー
が

上
辺
だ

け

合
一

さ
れ
る

。

こ

の

時
代
の

代
表
た

る

折
衷
主
義
者
は
リ
ア

ル

な

世
界
に

閉
塞
さ

れ
て

い

る
。

最
終

段
階
を

体

現
す
る

の

は
、

思
想
家
と

詩
人
が

真
の

意
味
で

統
合
さ
れ

た
芸
術
家
で

あ

る
。

彼
ら
は
二

つ

の

異

質
な

哲
学
的
活
動
を

移
行
す
る

能

力
を

持
ち、

「

自
己
を

漂
わ
せ

て
、

そ

の

状
態
で

直
観

す
る
」

。

こ

の

段
階
は

「

超
越

論
的
ポ
エ

ジ

ー
」

に

対
応
す
る

。

　
シ

ュ

ラ

イ

ア
マ

ハ

ー
は、

『

宗
教
論
』

で

宗
教
の

中
核

部
分
た
る

宇
宙

と

の

繋
が

り
を
直
観
す
る

感

性
を

涵
養
す
る

役

割
を

芸
術
に

期
待
す
る

。

他
方
シ
ュ

レ

ー
ゲ
ル

弟
は

哲
学
と

ポ
エ

ジ

ー

の

統
合
を
果
た
す
の

は

芸
術

家
と

予
言
す
る

。

芸
術
家
と
は

「

よ

り
高
次
な

働
き

を
す
る
魂
の

感

官
」

で

あ
る

。

更
に

「

自
分
自
身
の

宗
教

、

す
な
わ
ち

無
限
な

る

も
の

に

つ

い

て

独
自
の

見
解
を

有
し
て

い

る

も
の

だ

け
が

、

芸
術

家
た

り
う
る
」

。

芸

術
家
と

は
一

種
の

聖
職
者
（
祭
司
）

の

役
割
を

担

う
も
の

で

は

な
い

の

か
。

聖

職
者
た

る
芸

術
家
の

像
は
、

ノ

ヴ
ァ

ー
リ

ス

の

『

サ
イ
ス

の

弟
子

た
ち
』

、

『

青
い

花
』

に

も

顕
現
し

て

い

る。

フ

ィ

ヒ

テ

と
シ

ェ

リ
ン

グ
に

お

け

る

　
　

ヨ

ハ

ネ
解
釈
に

つ

い

て

諸

岡

道

比

古

　
本
論
は
、

フ

ィ

ヒ

テ
と

シ

ェ

リ
ン

グ
が

『

ヨ

ハ

ネ
に

よ

る

福
音
書
』

第

一

章
を
め
ぐ
っ

て

い

か

な

る
議
論
を

展
開
し

て

い

る

か、

を

探
究
す
る

も

の

で

あ
る
。

両

者
は

共
に

神
学
的
立
場
か

ら
で

は

な
く、

自
ら
の

哲
学
的

立

場
か

ら
ヨ

ハ

ネ

福
音
書
の

解
釈
を

試
み

て

い

る。

　
フ

ィ

ヒ

テ
は
ヨ

ハ

ネ
の

教
説
を
あ
ら

ゆ
る

時
代
に

妥
当
す
る

絶
対
的
真

理
と

あ
る

時
代
に

対
し
て

の

み

真
理
で

あ
る

も
の

と

に

区
別
す
る

。

前
者

は
一

節
か

ら
三

節
ま

で

で

あ
り、

「

イ
エ

ス

の

全
教
説
の

要
旨
な
ら
び
に

普
遍

的
立

脚
点
」

を
示
す

。

フ

ィ

ヒ

テ

に

よ

れ
ば
、

神
は

「

永
遠
の

昔
か

ら
あ
り

、

永
遠
に

変
化
す
る

こ

と

は

な

い
」

も

の

で

あ
っ

て
、

神
に

よ

る

万

物
の

創
造
な

ど

考
え
ら
れ

な
い

。

内
的
で

自
ら

の

う
ち

に

隠
れ

た

存
在

で

あ
る

神
は

、

そ
の

存
在
を

自
ら
の

現
存
在
に

よ

り

開
示
さ

れ
る

。

神
の

現
存

在
は

知
で

あ
り、

知
に

お

い

て

世
界
お

よ

び
全

事
物
が

現
実
的
に

な

る
。

換
言
す
れ

ば
、

「

世
界
お

よ

び

全

事
物
は

た
だ

概
念
に

お

い

て、

つ

ま
り
ヨ

ハ

ネ
の

言
う
言
葉
に

お

い

て、

…

…
意

識
さ

れ
た

も
の

と
し
て

現

存
在
す
る
」

。

こ

の

関
係
こ

そ

「

言
葉
が

最
初
に

あ
っ

た
。

…

…

万

物
は
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