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う
超
越
の

三

類
型
を

設
定
し

て

い

る
。

「

大
規
模
な

超
越
」

と

は、

日

常

生
活
世
界
か

ら

見
た

そ

の

他
の

現
実

世
界
（
意
味
領
域）

の

「

超
越
」

を

指
す
も
の

で
、

多
元

的

現
実

論
を

基

礎
に

設
け

ら

れ
た

概
念
で

あ
る

。

「

中
規
模
な

超
越
」

は、

自
己
の

経
験
に

対
す

る

他
者
の

存
在
や

経
験
に

つ

い

て
、

「

小
規
模
な

超
越
」

は、

「

経
験
の

核
」

に

対
す
る
そ
の

地

平
の

よ

う
に
、

ひ

と

つ

の

経
験
の

内
的
構
造
に

つ

い

て

言
わ
れ

る

概
念
で

あ

る
。

「

自
然

的
態

度
の

構
成
的
現

象
学
」

を

標
榜
し、

超
越
論
的
な

次
元

の

問
題
を
そ
れ

自
体
と

し
て

は

追

究
し
な
か

っ

た
シ

ュ

ッ

ツ

で

あ
る
が、

こ

こ

で

は

「

大

規

模
な

超
越
」

か

ら

「

中

規
模
な

超
越
」

、

さ

ら

に

は

「

小
規
模
な

超
越
」

へ

と

向
か

う
に

つ

れ、

経
験
の

超
越

論
的
分
析
に

近

づ

き
、

足
を

踏
み

入
れ

て

い

く

格
好
と
な
っ

て

い

る
。

　
ル

ッ

ク
マ

ン

は、

こ

の

シ
ュ

ッ

ツ

の

議

論
を

援
用
し、

近
現
代
社
会
に

お

け
る

宗
教
に

お

い

て
、

そ

れ

が

扱
う
主
題
が

「

大
規

模
な

超
越
」

か

ら

「

中
規
模
な

超
越
」

、

さ

ら
に

は

「

小

規

模
な

超
越
」

へ

と

転
換
し

て

き

て

い

る
と

論
じ

て

い

る
。

も
っ

と

も
、

宗
教
の

私
事
化
論
に

寄
せ

た
ル

ッ

ク

マ

ン

に

よ

る

援
用
に

は
、

も
と

の

シ

ュ

ッ

ツ

の

議
論
と

の

違
い

が

小
さ

く

な
い

。

特
に、

シ

ュ

ッ

ツ

が
人

間
経
験
の
一

般
的
条
件
に

つ

い

て

論
じ

た

「

小
規
模
な

超
越
」

を
、

ル

ッ

ク
マ

ン

は

「

近

現
代
的
独
我
論
」

と

し

て

の

個
人
主

義
的
諸
表
象
の

問
題
と

し
て

捉
え
て

い

る
。

　
し

か

し
、

そ

う
し
た

違
い

は

あ
る
に

し
て

も、

両
者
の

理
論
を
比

較
検

討
す

る

中
で

、

現
象

学
的
な

視
点
と
、

宗
教
の

私
事
化
現

象
と

の

間
に
一

種
の

平
行

関
係
が

あ
る

こ

と

が

気
づ

か

れ
る

。

ル

ッ

ク

マ

ン

に

よ

る
宗
教

の

私
事
化

論
は
、

シ

ュ

ッ

ツ

の

現
象
学

的
な

視
点
を

持
ち

込
む

こ

と

に

よ

っ

て
、

近

現
代
に

お

け
る

宗
教
状
況
の
一

局
面
を

明
ら

か

に

し

た

も
の

で

あ
る

が
、

同
時
に

ま

た
そ
れ
だ

け
で

は

な
く、

現
象
学
に

代
表
さ

れ
る
、

自
己

の

経
験
の
｝

般
的
構
造
を
主
題
と

す
る

知
の

様
式
が

求
め

ら

れ
、

姿

を

現
し

て

き
た

歴

史
的
・

社
会

的
条
件
を、

宗
教
史
と

の

関
連
か

ら

論
じ

る

も

の

と

し

て

解
釈
し
な
お

す
こ

と
が

で

き

る
よ

う
に

思
わ

れ

る
。

　
こ

う
し

た

解
釈
は、

翻
っ

て
、

い

わ

ゆ

る

ス

ピ

リ

チ
ュ

ア

リ
テ

ィ

に

関

す
る

諸
現
象
を

含
め
、

私
事
化
し
た
「

見
え
な
い

宗
教
」

の

現
れ

が、

単

な
る

社
会
諸
制
度
の

分
化
の

問
題
や、

歴
史
的
に

特
殊
な

個
人
主

義
的
表

象
の

問
題
に

尽
き

る

も
の

で

は

な
い

こ

と
、

人
間
経
験
の
一

般

的
構
造
に

対
す
る
ア

プ
ロ

ー

チ

の

展
開
を

含
ん

で

い

る

こ

と

を

理

論
的
に

示

唆
す

る

も
の

で

あ
る

。

宗
教
と

グ
ロ

ー
バ

ル

化

　
　

　
　

ウ
ル

リ
ッ

ヒ

・

ベ

ッ

ク

の

世
俗
化
論

ー

ヒ

　
村

岳

生

　
近

代
化
に

つ

れ

て

宗
教
は

消
滅
し

て

い

く、

と

い

う
よ

う
な
い

わ
ば
ゼ

ロ

サ

ム

・

ゲ
ー

ム

と
し
て

の

「

世
俗
化
」

の

前
提
は

説
得
力
を
失
い

つ

つ

あ
る

。

現
代
ド

イ
ツ

の

社
会
学
者
ウ

ル

リ

ッ

ヒ

・
ベ

ッ

ク

も
ま
た、

こ

の

よ
う
な

従
来
の

「

世
俗
化
」

テ

ー

ゼ
の

批
判
者
で

あ
る

。

　
ベ

ッ

ク

は

世
俗
化
を、

宗
教
が

個
人
化
す
る

と

同
時
に

国
家
や
地
域
と

い

っ

た
文

脈
か

ら

解
放
さ
れ

て

い

く
過
程
で

あ
る

と

論
じ

て

い

る
。

そ

の

過
程
に

お

い

て
、

宗
教
（
制

度
）

と

宗
教

性
（
信

仰）

は

乖
離
し

て

い

き、

「

自
分
の

神
（
伍

霞
印

灯
Φ
⇒
 

Oo
叶

¢
」

と

彼
が

呼
ぶ

も
の

へ

と

宗
教

は

変
容
す
る

。

そ

れ
は
決
し

て

宗
教
の

衰
退
で

も
自
閉
で

も
な

く
、

グ
ロ
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ー
バ

ル

化
し

た
世

界
に

お

い

て

新
た
な

連
帯
を
生
み

出
す
可
能
性
を
秘
め

た

も
の

で

あ
る

。

そ

し
て

こ

の

よ

う
な
ベ

ッ

ク

の

宗
教
論
は
、

「

宗
教
間

の

寛
容
は

い

か

に

し
て

可
能
か
」

と
い

う
問
い

に

対
す
る

回
答
の

試
み

で

も
あ
る

。

こ

の
ベ

ッ

ク

の

議
論
を

特
に

そ

の

国
家
論
に

注
目
し

な
が
ら

考

察
す
る

。

　
ベ

ッ

ク

の

主
張
の

骨
子
は

こ

う
で

あ
る

。

グ
ロ

ー

バ

ル

化
社
会
の

条
件

に

よ
っ

て

国
民
国
家
と
い

う
枠
組
み

が

相
対
化
さ

れ
、

そ

の

枠
組
み

の

な

か

で

構
築
さ

れ
て

き
た

制
度
や
組
織
の
一

つ

で

あ
る

「

宗
教
」

も

変
容
し

て

い

る
。

そ
の

変
容
は、

む

し

ろ

国
家
に

よ
っ

て

ゆ

が

め

ら
れ

て

い

た
宗

教
本
来
の

可
能
性
を

解
放
し

、

国
家
を
越
え
た

新
た

な

連
帯
の

可
能
性
を

開
く
と
い

う
こ

と

で

も

あ
る
。

　
ベ

ッ

ク

の

世

俗
化
論
の

特
徴
を
ま

と

め

る

と

次
の

よ

う
に

な
る

だ
ろ

う
。

　

ω
宗
教
が

国
家
の

枠

組
み

か

ら

解
放
さ

れ
る

こ

と

に

積
極
的
な

意
義
を

　

　
見

出
す

。

　

ω
世

俗
化
諸
局
面
を
「

再
帰
的
近
代
化
」

の

枠
組
み

で

統
一

的
に

論
じ

　

　
る

。

　

 
複
合

性
（
ヨ
三
冖

乾
互
昌）

の

強

調
。

一

方
向
的、

二

者
択
一

的
な

　

　
世

俗
化
論
の

批
判

。

　

 
新
た

な

連
帯
を
志

向
し
た

実
践
性

。

　
ベ

ッ

ク

は

自
分
の

議
論
が

欧
米
の

文
脈
に

限
定
さ
れ
た
も
の

で

あ
る

こ

と

は
認
め

て

い

る
。

一

方
で、

「

ア
ジ

ア
の

混

交
宗
教
は

、

『

自
分
の

神
』

の

補
完
と

修
正
と

な

る
」

と

い

う
こ

と

も

述
べ

て

い

る
。

い

ず

れ
に

せ

よ
、

グ
ロ

ー
バ

ル

化
・

コ

ス

モ

ポ

リ

タ

ン

化
と

い

う
理

論
的
前
提
が

あ
る

以
上、

ベ

ッ

ク

の

議
論
の

射
程
に

入
る

の

は

切
り
離
さ
れ
た
「

つ

の

社
会

や

宗
教
で
は

な
く、

世
界

社
会
に

お

け
る

国
家
と

宗
教
の

関
係
と

な

る
。

宗
教
は

本
来
国
民

国
家
の

枠
組
み

に

収
ま

ら

な

い

性
質
の

も

の

で

あ
る

と

い

う
主

張
は
、

欧
米
の

文
脈
に

限
る

こ

と

で

は

な

い
。

ベ

ッ

ク

の

議
論
は

極
め

て

楽
観
的
で

は

あ

る

が
、

宗

教
に

積

極
的
な

現

代
的
意
義
を

見

出

し、

そ
の

将
来
的
な
ヴ
ィ

ジ
ョ

ン

を

具
体
的
に

提
示
す

る

も
の

と

し
て、

評
価
す
る

こ

と

が

で

き
る

だ
ろ

う
。

宗
教
と

博
覧
の

近
代
史

　
　

−
社
会
貢
献
の

視
点
か

ら

濱

　
田

陽

　

博
覧
会
を、

地

域、

国
、

世
界
の

文

化
や

文
明
の

発
展
を
め
ざ
し
て

企

図
さ

れ

た

文
化
装

置
と

す
れ

ば
、

宗

教
が
そ

こ

に

い

か

に

関
わ
っ

て

き

た

の

か

を
み

る
こ

と

で、

社
会
貢
献
の

新
た
な
可
能
性
を
考
察
で

き

る
の

で

は
な
い

だ
ろ

う
か

。

日
本
の

宗
教
と

博
覧
の

近
代
史
を

振
り
返
っ

て

み

た

い
。

　

日

本
初
の

博
覧
会
と
い

わ

れ
る

京
都
博
覧
会
（
一

八

七
一
）

は

西
本
願

寺
大
書

院
で

開
か

れ
て
い

る
。

第
一

回
内
国
勧
業
博
覧
会
（
一

八

七
七）

ま
で

の

三

〇

博
覧
会
の

う
ち
一

四

が

寺
院
と

神
社
で

開
催
さ

れ

た
。

近
代

的
公
園
整
備
の

前
に

、

宗
教
は

博
覧
会
に

場
を
提

供
し
た
の

で

あ
る。

ま

た
、

明
治

政
府
が

公
式
参
加
し
た
欧

米
の

万
国
博
で

は

鎌
倉
大
仏
や

平
等

院
鳳
凰
堂
な
ど
が

再
現
さ

れ
、

イ
メ

ー

ジ

戦
略
と

し
て

日
本
の

宗
教
文
化

を

押
し

出
し
て

い

る
。
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