
Japanese Association for Religious Studies

NII-Electronic Library Service

Japanese 　Assoolatlon 　for 　Rellglous 　Studles

第 11部会

　
（

バ

カ

ー
）

に

お

い

て

存
続
す
る
。

　

さ

ら

に
、

タ
ウ

ヒ

ー

ド
に

お

け

る
ジ
ュ

ナ
イ
ド
の

議
論
も
ま
た、

フ

ァ

ナ
ー

と

バ

カ

ー
の

語
を

使
用
す

る

こ

と

で

論
じ
ら

れ
て

い

る。

彼
は

自
己

が

タ
ウ

ヒ

ー

ド

へ

到
る

前
提
と

し
て

、

自
己

そ
の

も
の

に

よ

っ

て

神
的
合

｝

が

妨
げ
ら

れ
て

い

る

こ

と

に

言
及
し
て

い

る
。

彼
に

よ

れ
ば
、

自
己
の

願
望
に

よ
っ

て

タ

ウ

ヒ

ー
ド

へ

到
る

こ

と

は

骨
折
り

作
業
で

あ
り

、

神
に

よ

っ

て

も
た

ら
さ

れ

る

も
の

で

あ
る

と
い

う。

ま
た
、

選
ば
れ

た

者
た
ち

だ

け
バ

ラ

ー
（
び

巴
鋤”
）

と

呼
ば

れ
る

苦
痛
を

伴
う

試
練
を

通
し

て

タ

ウ

ヒ

ー

ド

へ

向
か

う
こ

と

が

で

き
る

。

こ

の

バ

ラ

ー
に

お

い

て

も、

彼
は
ア

イ

デ
ン

テ

ィ

テ

ィ

ー

や

自
己
と

い

う
人

間
の

外
形
的
形
態
の

強
調
が、

タ

ウ

ヒ

ー

ド

の

妨
げ
と

な
っ

て

い

る

と

み
な

し
て

い

る
。

　

こ

う
し

た

前
提
に

基
づ

い

て
、

ジ
ュ

ナ

イ
ド

は

タ

ウ

ヒ

ー

ド
へ

到
る
過

程
と
し
て

の

フ

ァ

ナ
ー
を
三

つ

の

段
階
か

ら

説
明
し

て

い

る
。

第
 

段
階

の

フ

ァ

ナ

ー

は、

自
己

自
身

を

取
り

巻
く

様
々

な

属
性、

言
い

換
え
れ

ば
、

「

私
」

の

「

私
」

性
を

消
し

去
る

こ

と

で

あ

る
。

方

法
と

し

て

は
、

神
に

よ

っ

て

定
め

ら
れ

た
シ

ャ

リ
ー

ア

に

埋
没
す
る

形
で

進
め

ら
れ、

低

次
の

自
己
で

あ
る

ナ

フ

ス

の

統
御
を

通
し

て

行
な
わ
れ

る
。

第
二

段

階
の

フ

ァ

ナ

ー
は
、

神
へ

の

服
従
を

通
し
て

得
ら

れ
る
喜
び
か

ら

の

消
滅
で

あ

る
。

こ

の

理
由
は、

彼
が

儀
礼
と

い

う
人

間
と

神
の

介

在
物
を

取
り
去
る

た

め
で

あ
る

。

さ
ら

に、

第
三

段
階
の

フ

ァ

ナ

ー
は、

神
の

眼
差
し

に

よ

っ

て

自
己

自
身
が

消
滅
す

る

こ

と

で

あ
る

。

こ

の

段
階
に

お

い

て

は
、

自

己
は

名
前
や
ア

イ
デ
ン

テ

ィ

テ

ィ

ー

が

消
滅
（
フ

ァ

ナ
ー）

し、

自
己
で

は

な

い

神
の

な

か

で

存
続
（
バ

カ

ー
）

す
る

こ

と

に

な
る

。

す
な

わ

ち、

自
己

は

神
の

な

か

で

消
滅
す
る

と

同
時
に
、

神
と

い

う
「

一

者
」

の

存
続

を

通
じ

て

存

在
す
る

。

各
段
階
の

フ

ァ

ナ

ー
を

経
た

自
己
は
も
は

や

前
段

階
の

自
己
と

は

異
な
っ

て

い

る
。

　
ジ
ュ

ナ

イ

ド

に

よ
れ
ば、

神
的
合
一

に

際
し

て
、

神
は

「

合
一
」

に

お

い

て

自
己
を

不

在
か

ら

存
在
へ

と

も
た

ら

し、

「

分

離
」

に

お

い

て

自
己

を

不
在
か

ら

存
在
へ

導
く

。

こ

の
一

連
の

過
程
は
、

神
と

人

間
の

あ
い

だ

の

断
絶
と
い

う

「

第
】

の

分

離
」

か

ら

合
一

の

状
態
へ

と

到
り

、

再
び

神

と

分
離
す
る

と

い

う
「

第
二

の

分
離
」

と

し

て

知
ら

れ

る

状
態
を

指
し

て

い

る

と

考
え
ら
れ
る

。

こ

の

と

き
、

ジ
ュ

ナ

イ

ド

の

神
的
合
一

に

お

け

る

フ

ァ

ナ
ー

は
、

「

第
一

の

分

離
」

以

前
で

あ
る

「

原
初
の

契

約
」

に

お

い

て

自
己
が

現

世
的
な

在
り
方
か

ら

消
滅
し
、

か

つ

存
続
し

て

い

た

状
況
を

現

実
化
し、

再
帰
化
す
る

も

の

で

あ

る

と

言
え

よ

う
。

仏
教
儀
礼
論
の

可
能
性

　

ー
カ

ッ

シ

ー

ラ

ー
、

ア

サ

ド

を

手
掛
か

り
に

小

　
野

真

　

日

本
の

仏
教
儀
礼
が、

欧
米
の

近

代
儀
礼
論
を

援
用
し

て

説
明
さ

れ
る

こ

と

は
そ

れ

ほ

ど

多
く
な
い

。

そ

も
そ

も

仏
教
儀
礼

論
自
体
が

日

本
で

は

低
調
で

あ

り
、

欧

米
に

お

い

て

儀
礼

論
が

盛
ん

に

な

さ

れ

て

い

る

こ

と
を

思
え

ば、

非
常
に

特
徴
的
で

あ
る

よ
う
に

思
わ

れ
る

。

こ

れ
は、

欧
米
の

儀
礼
論
の

構
え

が

そ

も
そ
も

仏
教
儀
礼
を

語
る

の

に

ふ

さ

わ
し

く
な
い

要

素
を

も
っ

て

い

る

か

ら
で

は

な
い

で

あ
ろ

う
か

。

　
わ

れ
わ
れ

の

問
題
意

識
を

よ
り
明
確
に

す
る

た

め、

西
洋
の

立
場
か

ら

の

日

本
仏
教
儀
礼
に

つ

い

て

の

言
説
と

し
て
、

エ

ル

ン

ス

ト
・

カ

ッ

シ

ー
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ラ

ー
の

供

犠
論
を

簡
単
に

見
て

み

た
い

。

『

シ

ン

ボ
ル

形

式
の

哲
学
』

第

二

巻
に

お

け

る

彼
の

儀
礼
論

は
、

祭
祀
（
内
巳
け
）

と

り

わ

け

供
犠
儀
礼

に

宗
教
の

本
質
的
要゚
素
を

見
る

と

い

う
、

西
洋

儀
礼
論
の

伝
統
を

継
承
し

つ

つ

も、

元

来
供
犠
を
必
要
と
し

な
い

仏
教
を
も
そ
の

中
へ

理

論
的
に

位

置
付
け
よ

う
と

試
み

る
。

彼
は、

そ
こ

で

神
話

的
意
識
が

客
観

的
に

展
開

さ

れ
る

祭
祀
の

形
態
が

発
展
す
れ

ば

す
る
ほ
ど、

供
犠
が

そ
の

中
心

を
占

め

る
よ

う

に

な

る

と

す
る

。

し

か

し
、

供
犠
は
そ
の

最
終
的
な

段
階
で

「

決
定
的
な

精
神
的
変
転
」

が

起
こ

り
、

生
き

物
の

犠
牲
が

重
要
な
の

で

は

な

く、

絶
え

間
な

く
人

間
の

内
的
な

も
の

を

捧
げ
る

こ

と

に

本
質
を

持

つ

供

犠、

す
な
わ

ち

「

供
養
（
＜

興
Φ
び

毎
昌
騎

ご

と

し
て

の

供

犠
と

な

り

そ
の

頂
点
に

達
す
る

。

彼
に

よ

れ

ば、

仏
教
的
儀
礼
が、

「

供
養
」

と

し

て

の

供
犠
の

範
型
と

さ

れ
る

。

同
様
に

、

こ

の

同
じ

「

転
換
」

に

よ

っ

て

キ

リ
ス

ト

教
の

よ

う
な

「

預
言

者
宗
教
」

も
成
立
す
る

と

さ

れ
る

。

暴
力

的
供

犠
の

意

味
を

「

供

養
」

に

変
換
さ

せ

る
こ

と
に

よ

っ

て
、

彼
の
一

種

の

宗
教
進
化

論
に

お

い

て

は、

仏
教
と

キ

リ
ス

ト
教
は

こ

こ

ま

で

は

同
じ

道

程
を

経
て

い

る

も
の

と

し
て

考
え
ら
れ

て

い

る
。

し

か

し、

彼
は

、

キ

リ
ス

ト

教
に

は

こ

こ

か

ら
も

う
一

度
の

「

宗
教
的
変

容
」

が

生

じ、

「

神

の

供

犠
」

と

い

う
新
た

な

供
犠
の

観
念
が

再
び

現
れ
る、

と

す
る

。

　
『

宗
教
の

系
譜
』

の

タ

ラ

ル

・

ア

サ
ド
の

主

張
に

よ

れ
ば

、

そ

も
そ

も

「

宗
教
」

概

念
は

普
遍
的
な
も
の

で

は

な

く
、

近
代
ヨ

ー
ロ

ッ

パ

の

政
治

原
理
と

し
て

の

「

世
俗

主
義
（
°・

Φ
o

巳
費
6
巳
」

に

よ

っ

て

形
成
さ

れ

て

き

た

「

世
俗
（

夢
Φ

白・

Φ
o
巳

巽）
」

概
念
の

対

概
念
と

し
て

成
立
し

て

き

た

特
殊
概
念
で

あ
る

。

ア

サ

ド
に

よ
れ
ば

、

こ

う
い

っ

た

特
殊
な
「

宗
教
」

概
念
を

前
提
と

し
た

近
代
の

宗
教
学

者
、

人
類
学
者
に

と

っ

て

は、

儀
礼

の

過
程
は

も
っ

ぱ
ら

「

世
俗
」

に

対
し
て、

読
解
さ

れ

る

べ

き

象
微
と

し

て

見
ら
れ
る

よ

う
に

な
っ

た
。

カ

ッ

シ

ー
ラ

ー
も

ま

た
、

ア

サ
ド
の

い

う

よ

う
に

「

宗
教
」

を
近
代
の

「

世
俗
」

へ

媒
介
さ

れ
る

も
の

と

し
て

捉
え

る

暗
黙
の

前
提
に

立
っ

て

い

る

よ

う
に

考
え
ら

れ

る
。

供
犠
を

中
心
と

し

た

儀
礼
の

意
味
を

分
析

、

説
明
し

、

供
犠
か

ら

暴
力
的
な
呪

術
性
を

そ

ぎ

落
と

し、

「

内
的
な

も

の
」

を

捧
げ
る

こ

と

へ

と
意

味
を
転

換
し、

宗
教

は

内
面
的
な
も
の

で

あ
る

べ

し、

と

い

う

世
俗
主

義
が

許
し

た

「

宗
教
」

の

概
念
と

折
り

合
い

を

つ

け
よ
う
と

し

て

い

る

よ
う
に

も
見
え

る
。

他
方

で、

説
明
の

理
論

的
普
遍
性
を
担
保
す
る

た
め、

供

犠
儀
礼
を
元

来
も
た

な
い

仏
教
を
も

包

含
で

き

る

よ

う
な
や

や
力
ず
く
の

理
論
構
成
を
と

っ

て

い

る

よ

う
に

思
え
る

。

欧

米
儀
礼
論
に

潜
む

こ

の

よ

う
な
構
え
が
、

そ
れ

が
積
極
的
に

仏
教
儀
礼
に

応
用
さ
れ
な
い

理
由
の
一

つ

で

は

な

い

だ

ろ
う

か
。

　
ア

サ

ド
は

普
遍
的
な
「

宗
教
」

概
念
が

成
立
す

る

近
代
以

前
の

中
世
キ

リ
ス

ト

教

儀
礼
の

あ
り
方
に

着
目
し

、

儀
礼
は

、

＝
疋

の

権
力
関
係
を

前

提
と

し
た

「

公

共
的
な
内

面
性
の

訓
育

母
尻
n

信
嵩

β
Φ

ご

と

し

て

の

意

味

合
い

を
も
っ

て

お

り
、

儀
礼
の

遂
行
中
に

生

成
す
る

感

情
や
意
志
が、

そ

れ

ぞ

れ
固

有
の

宗
教
的
道
徳
性
を

規
定
し

、

宗
教

性
を

訓
育
し
て

い

く、

と

す
る

。

元

来、

涅
槃
と

い

う
心
の

状
態
を

目
指
し、

儀
礼
を
必
要
と
し

な

か

っ

た

仏
教
に

お

い

て

あ
え
て

儀
礼
が

行
わ

れ
る

と
き、

象
徴
の

表
現

や

信
仰
共
同
体
の

維
持
と

い

う
よ

り
は、

と

り
わ
け

空
性
を
会
得
す
る

方

便
と

し

て

の

実
践
と
い

う
性
格
が

強
い

。

ア

サ
ド
の

い

う
近
代
に

特
殊
な

「

宗
教
」

概
念
を

自
覚
し

た

う
え
で

の

語
り
は、

い

わ
ば

「

空

性
へ

の

訓

育
」

と

も
い

う
べ

き

仏
教
儀
礼
を
語
る

言
葉
と

し
て

こ

そ

有
効
な

の

で

は

な
い

だ
ろ

う
か

。
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