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然
的
宗
教
に

シ

ェ

リ

ン

グ
は

超

自
然

的
宗
教
を

対
比

す
る

。

超
自
然
的
宗

教
と

白

然
的
宗
教
と
は

互

い

を

前
提
し

合
い
、

補

完
し

合
う
も
の

で

あ

る
。

と

い

う
の

は
、

根
源
的
関
係
を
人

問
が

意
志
し

て

破
棄
し
た

こ

と
に

対
し

、

自
然

的
宗
教
が

意
識
の

異
常
な
状
態
を

自
然
的
過
程
に
よ

り
修
復

す
る

と
と
も
に

、

関
係
破
棄
に

つ

い

て

神
が

如
何
に

考
え
て

い

る

か
を

啓

示

す
る

こ

と
に

よ
っ

て
、

つ

ま

り
「

自
然
で

は

な

い

…

…

異
常
な
関
係
と

説
明
さ

れ

る
」

啓
示
に

基
づ

く
宗
教
に

よ

っ

て
、

神
の

意
志
と

人
間
の

意

志
と
を

和
解
さ
せ

る

た

め

で

あ
る

。

　
シ
ェ

リ

ン

グ

は

自
然
的
宀

示

教
（

神
話
の

宗
教）

と

超
自
然
的
宗
教
（
啓

示
に

基
づ

く
宗
教）

と
を

「

非
学
問
的
宗
教
」

に

分
類
す
る
。

そ
れ
に

対

し
、

「

学
問
的

宗
教
」

に
「

白
由
な
哲
学
的
認
識
の

宗
教
」

す
な
わ

ち
「

哲

学
的
宗
教
」

を
所
属
さ
せ

る
。

こ

の

「

哲
学
的
宗
教
は

存
在
し
な
い

。

し

か

し
…

…

先
行
す
る
諸
宗
教
を
把
握
す
る

宗
教
」

で

あ
っ

て
、

自
然
的
宗

教
と

超
自

然
的

宗
教
と

を

媒
介
す

る
も
の

と

し
て

存
在
し

、

そ
れ

ら

の

「

真
の

歴
史
的
関
係
に

お
い

て

初
め

て

描
か

れ

る
」

。

こ

の

意
味
で
、

哲
学

的
宗
教
は

自
然
的
宗
教
と

超

自
然
的
宗
教
と

を
媒
介
す
る

と

と
も
に、

両

宗
教
の

意
味
を

明
ら

か

に

す
る

「

真
の

宗
教
」 、

真
の

神
と

の

根
源
的
関

係
を
回

復
す
る
「

全
人
類
に

共
通
の

宗
教
」

で

あ
り、

シ

ェ

リ
ン

グ
に

と

っ

て

の

「

あ
る
べ

き
宗

教
」

で

あ
る

。

哲
学
的

宗
教
は
い

わ

ゆ

る

自
然
的

宗
教
で

は
な
い

が、

自

然
な

宗
教
原
理
か
ら
自
然
に

生
ま
れ
た
宗
教
を
前

提
に

し、

そ
の

構
成
原
理
を

配
置
し
直
す
超
自

然
的

宗
教
を

媒
介
す
る
こ

と
か

ら
し
て
、

「

人
間
の

生

存
の

根
底
に

宗
教
的

な
も
の

を

肯
定
す
る
」

と
い

う
意
味
で

自

然
的
宀

示

教
と
い

う
こ

と
が

で

き
る

。

こ

の

意
味
で

レ

ッ

シ

ン

グ

と
シ

ェ

リ
ン

グ

に

お

け
る

自
然
的

宗
教
は
一

致
す
る

が
、

積
極
的

宗
教
に

関
す
る

解

釈
に

は

違
い

が

見
ら
れ
る

。

サ

ン

タ

ヤ

ー

ナ

と

自
然
的
宗
教

　
　
　

　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

庄
司

　
【

平

　

宗
教
と

い

う
理
念
及
び
メ

タ

ー−

宗
教

現
象
を

表
す
自
然
的
宗
教
の

概
念

は

理
念
的
で

あ
る

点
に

お

い

て

実
定
的

宗
教
か

ら

区
別
さ
れ
る

。

自
然
的

宗
教
の

啓
蒙
的
な
近

代
主
義
に

対

す
る

「

理

神
論
」

「

不
可
知

論
」

と
い

う
反
発
感
情
を

超
え
て
、

概
念

そ
れ

自

体
の

宗
教
性
に

関
す
る

再
帰
的
説

明
へ

の

自
覚
が

芽
生

え、

自
然
的
宗
教
の

類
型
化
及
び

歴
史

化
が
進
行
し

つ

つ

あ
る

。

サ

ン

タ

ヤ

ー

ナ
は

二

十
世

紀
初
頭
に
お
い

て、

宗
教
の

自
然

性
と

実
定
性
の

両
面
を

見
据
え
た

上
で
、

象
徴
と

し
て

の

宗
教
本
質
論
を

展
開
し
た

。

自
ら
の

宗
教
論
自
体
も

象
徴
的
営
為
に

す

ぎ
な
い

、

と

自
己

離
脱
を

繰
り
返
し
な
が
ら、

で

あ
る

。

　

サ
ン

タ

ヤ
ー

ナ

は

自
ら
の

実
在

論
哲
学
に

お
い

て
、

「

動
物

的
信
仰
」

な
る
用
語
を
用
い

て

現
象
学
的
な
自
然
的
態
度
を

解
説
す
る

。

実
在
あ
る

い

は

実
在
性
を

論
理

的
か

つ

プ
ラ

グ
マ

テ

ィ

ッ

ク
に

仮

定
す
る

こ

と

を

「

信
仰
h

巴

9
」

と

呼
ぶ

。

半
ば

本
能
的
11

半
ば

人
為
的
な
こ

の

「

信
仰
」

は
、

自
然
の

秩
序
が

独
立
し
た

も
の

で

あ
る

こ

と、

故
に

所

与
の

事
実
と

し
て

甘

受
し
な
け
れ

ば

な
ら
な
い

こ

と

を
教
え
る

。

ま
た
、

サ
ン

タ

ヤ
ー

ナ
は、

万
物
が
流

転
す
る
「

自
然
の

領
域
」

と
、

詩
や

宗
教、

想
像
力
の

世

界
を

「

空

想
の

領
域
」

と

呼
ん

で

両
者
を
区

別
し

、

人
間

精
神
が
「

生

き
る
べ

き
も

う
ひ
と

つ

の

世
界
」

と

し

て
、

宗

教
を
「

空
想
の

領
域
」

の

中
に

位

置
づ

け
る

。

そ

の

徹

底
的
な

自
然
主
義
に

お
い

て
、

束
の

間
の

「

休
日
」

に
お

け
る

解
放
と

気
晴
ら
し

を

賞
与
す
る
「

空
想
の

領
域
」

は
、

「

自
然
の

領
域
」

を
補
完
す
る

従

属
的

な
も
の

と

見
な
さ
れ
る

。

さ

ら
に
、

「

宗
教
と

詩
は

本
質
に

お

い

て

同
一
」

で

あ
る

と

し
て、

宗
教
の

機
能
を
、

人

間
が

抱
く
理

想
や

期
待
や

憧
れ
を
現
実
世

界
に

溢
れ

る

様
々

な
経
験
的
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索
材
を
も
と

に

詩
的
あ
る

い

は

象
徴
的
に
表
現
す
る

こ

と
に

見
出

す
。

つ

ま

り
宗
教
と

は
、

想
像
力
を

媒
介
と

し
た
、

人
々

の

熱
望
や

欲

求
に

つ

い

て

の

自
然
発
生

的
な

表
現
形
態
の
一

つ

で

あ
る

。

宗
教
と
詩
の

決
定
的

相

違
点
は
、

詩
は

あ
く
ま
で

「

空
想
の

領
域
」

に

留
ま
ろ

う
と

す
る

の

に

対

し

て
、

宗
教
は

人
間
の

経
験
や
現
実
1

つ

ま
り

「

自
然
の

領
域
」

1
に

ま

で

踏
み

込
ん

で

し
ま
い

が

ち
だ
と
い

う
こ

と
に

あ
る

。

　

自
然
主

義
に

基
づ

く
象
徴
体
系
と

し
て

の

宗
教
と
い

う
サ
ン

タ

ヤ

ー

ナ

の

見
解
に

お

い

て

は
、

宗
教
と
し

て

象
徴
さ
れ

る

理

想
や

完
全

性
は

有
限

で

相
対
的
で

あ
り

、

そ

の

実
現
や

完
成
は

ど

こ

ま
で

も

不
可
能
な
も
の

で

あ
る
。

そ

し
て

人
々

は
、

こ

の

不
完
全
で

有
限
な
完
全

性
を
合

理
的
で

満

足
の

ゆ
く
も
の
、

美
し

い

も
の

と

感
じ

る
の

だ
と
い

う
。

こ

の

よ

う
に

限

界
づ

け
ら

れ

た

宗
教
を
サ

ン

タ

ヤ

ー

ナ
は
「

人
間
性
の

宗
教
」

と

呼
ぶ

。

人

間
の

本

性
的
な

惨
め

さ
と

罪
悪
は、

善
の

光
に

よ
っ

て

照
ら
し
出
さ
れ、

神
的
な
も
の

へ

接
近

す
る

唯
一

の

契
機
と

な
る

。

人

々

に

展
望
を

示
す
善

と
い

う
理

念
は
、

元
来
「

空

想
の

領
域
」

に

属
し、

し

か
も

、

人
間
が

生

き
て

ゆ
く
ヒ

で

刺
激
さ

れ

促
進
さ
れ
る

必
要
の

あ
る

も
の

だ
と
い

う
。

　

如
何
な
る

宗
教

的
象
徴
群

も、

美
の

本
質
を

含
む

が

故
に、

愛
す
べ

き
、

受
容
す
べ

き
も
の

で

あ
る

。

愛
と

い

う
行
為
は
、

あ
る

が

ま
ま
の

対

象
そ
れ

自

体
だ

け
で

な

く
、

そ
の

潜
在
的
な
善
及
び

幸
福
の

可

能
性
を

も

含
め

て

愛
す
る

こ

と
で

あ
り、

故
に

真
の

愛
は

試
練
を

伴
う

。

サ
ン

タ

ヤ

ー

ナ
は
、

（

ス

ピ
ノ

ザ

倫
理

学
に

お

け
る

よ

う
な）

現
実
に

は

到
達
で

き

そ

う
も
な
い

普
遍
的
な

善
を
、

想
像
的
・

詩
的
に
変
換
・

昇
華
す
る

こ

と

で

情
緒
的
に

満
足
さ

せ

よ

う
と

試
み
る

。

人
間
を
神
々

に

対
す
る

崇
拝
へ

と

促
す
本
能
的
な
熱
望
、

こ

れ
こ

そ
が
「

究
極
的
宗
教
」

で

あ
る
と

結
論

さ

れ
る

。

　
空

想
の

応
用
可
能
性
を

含
意
し

な
が

ら

自
然
主

義
を

徹
底
す
る

、

す
な

わ

ち
超

自
然
の

余
地
を

極
力
排
除
す
る

サ
ン

タ

ヤ
ー

ナ
の

詩
的

宗
教

論

は
、

「

空
想
の

領
域
」

に

お

け
る

、

美
と

想

像
力
の

自
由
に

任
せ

て

飛
翔

す
る

宗
教
の

象
徴
的
特

質
を

解
説
す
る

。

理
想
的
な

宗
教
は

理

想
的
な

詩

と

同
一

で

あ
る

と

見
な

さ
れ
、

束
の

間
の

理
想
状
態
を

描
き
出

す
。

た
だ

し
、

こ

の

宗

教
が

象
徴

す
る

理
想
は

あ
く
ま
で

歴

史
的
・

文
化
的

な
制
約

を

受
け
た
不

完
全
な
も
の

で
、

不
完
全
だ
か

ら

こ

そ

美
し

く
愛
す
べ

き
も

の

と

し
て

評
価
さ
れ
る．、

そ
し
て

こ

の

発
想
は、

「

空
想
の

領
域
」

を

本

能
的
に

必
要
と
す
る

人

間
本
性
と

、

こ

れ

に

基
づ

く
自
然
的
宗
教
へ

と

通

じ

て

い

く
の

で

あ
る

。

ル

ド

ル

フ
・

オ

ッ

ト

ー

に

お

け
る

宗
教
と

社
会
問
題

　
　

　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

　

藁
科
　
智
恵

　
ド

イ
ツ

の

神
学
者
・

宗
教
学
者
ル

ド
ル

フ
・

オ

ッ

ト

ー

は
、

そ
の

主

著

で

あ
る

『

聖

な
る

も
の
』

に

お
い

て

宗
教
的
体
験
の

記
述
・

分
析
を
行
っ

て

お

り、

そ
の

学
術
的
議
論
を
中
心
に
論
じ
ら

れ

る

こ

と
が

多
い

こ

と

か

ら
、

彼
が

政

治
的
な
活
動
に

関
わ

っ

て

い

た

と
い

う
こ

と
は
、

意
外
な
印

象
を
与
え
る

か

も

し
れ

な
い

。

し
か
し、

彼
は

プ
ロ

イ

セ

ン

議
会
選
挙
に

出
馬、

議
員
を
務
め

る

な
ど
、

政
治
に

も
積
極
的
に
関
わ

ろ

う
と

し
た

。

こ

の

時
代
の

ド
イ

ツ

は
、

十
九
世

紀
中
期
か
ら

の

農
業
経
済
か
ら
工

業

経

済
へ

の

移

行
と
い

う
変

化
に

伴
っ

て

生

じ

た

労
働

者

問
題
を

背
景
と

し

て
、

ル

タ

i
派
教
会
が

こ

れ
ま
で

持
っ

て

い

た

宗
教
と

社
会
の

峻
別
が

揺

る
が
さ
れ
る

よ

う
な
時
代
で

あ
っ

た
。

ル

タ
ー

派
内
部
で

の

社

会
政
策
の

転
換
は、

一

八
九

〇
年
に

「

福
音
主
義
社
会
協
議
会
」

が
設
立
さ
れ
た
こ

と

に

よ
っ

て

社
会
問
題
へ

の

対
応
が

奨
励
さ
れ
る
こ

と

に

な
る

と
い

う
出
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