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中
で

考
察
さ

れ
た

。

　

彼
は

そ
の

際、

十
九
世
紀
ド
イ

ツ

ユ

ダ

ヤ

教
で

起
こ

っ

た

改
革
運
動、

正

統
主

義、

シ

オ
ニ

ズ
ム

の

ど
の

運

動
か

ら

も
距
離
を
と

っ

た
。

彼
は

ま

ず
自
ら
の

ユ

ダ

ヤ
教
に
関
す
る

理

念
を
ユ

ダ

ヤ
教
教
育
の

改
革
と

い

う
仕

方
で

主

張
し

た
。

こ

の

中
で

彼
は

「

祈
疇
書
こ

そ、

歴
史
的
ユ

ダ
ヤ
教
の

精
髄
で

あ
る
」

と

規
定
し
た

上
で

、

中
等
教
育
に

お
い

て

ま
ず
祈

疇
書
の

祈
濤
文
を
用
い

て

ヘ

ブ
ラ
イ

語
を

ユ

ダ
ヤ

人
の

生

徒
に
教
え
る
こ

と

を
提

案
し

て

い

る
。

つ

ま
り、

シ

オ
ニ

ス

ト
が

主

張
し
た
よ

う
に
パ

レ

ス

チ
ナ

へ

移
住
す
る

の

で

は

な
く、

ド
イ

ツ

と
い

う
離
散
の

地
に

あ
っ

て、

伝
承

さ
れ

て

き
た

儀
礼
や

祈
濤
文
の

意
味
を

理
解
し
な
が
ら
ユ

ダ
ヤ
的
な
生
活

を

復
興
し
て

い

く
こ

と

を
目
指
し
た

と
い

え
よ

う。

　

そ
の

後
に
書
か
れ
た
彼
の

主
著
『

救
済
の

星
』

で

も
儀
礼
的
な

析
り
の

重
要
性
が
強
調
さ
れ
て

い

る
。

本
書
で

は
、

祈
り
が
有
効
で

あ
る
た

め
に

は
正

し
い

時
に

祈
る

こ

と

が
必
要
で

あ
る

と

さ
れ

る
。

ロ

ー

ゼ

ン

ツ

ヴ
ァ
，

イ

ク
は

内
容
に

よ
っ

て

祈
り
が
無
効
と

な
る

こ

と

は
無
い

と

す
る
一

方、

こ

の

適
時
性
と

い

う
基

準
を
用
い

る

こ

と

に

よ

っ

て

個
人
の

困
窮
か
ら
発

す
る

と
っ

さ
の

祈
り
の

有
効
性
を
強
く
制
限
す
る

の

だ
。

こ

れ
に

対
し、

共
同
体
に

よ

っ

て

唱
え
ら
れ
る
儀
礼
的
な
祈
り
は
、

予
め
祈
り
の

時
と
場

が
定
め

ら
れ
て

い

る

た
め
正
し
い

時
を
失
す
る
こ

と
が
な
く、

内
容
的
に

も
自
由
度
が

高
い

と
さ
れ
た

。

　

し
か
し
な
が
ら、

ロ

ー

ゼ

ン

ツ

ヴ
ァ

イ
ク

の

こ

の

よ

う
な
祈
り
理
解
は

こ

の

後
変
化
し
て

ゆ
く

。

『

救
済
の

星
」

の

二

年
後
に

書
か
れ
た

書
簡
に

お
い

て

も
一

九
二

五

に

書
か
れ
た

論
文
「

新
し
い

思
考
」

に

お
い

て

も、

異
教
徒
に

よ
る

と
っ

さ
の

祈
り
も
神
に

届
き
う
る
と
さ
れ

、

さ
ら
に、

祈

り
が
こ

の

瞬

間
に

叶
う
よ

う
に

と

願

う
強
い

意
思
こ

そ
が
祈
り
に

真
正
さ

を
与
え
る

と

も
い

わ

れ
て

い

る
の

だ
。

　
こ

の

変
化
は
、

一

面
で

は
、

適
時
性
と
い

う
基

準
か
ら

倫
理

的、

哲
学

的
に

祈
り
の

内
容
を
制
限
し
よ

う
と
す
る

理

神
論
的
な

傾
向
の

排
除
で

あ

り、

ま
た
、

他
面
で

は
、

共
同

体
の

祈

り
の

重
視
1
た
と
え
ば

同
時
代
の

ユ

ダ
ヤ
教
と

い

う
文
脈
で

は
ヘ

ル

マ

ン
・

コ

ー
エ

ン

や
ユ

ダ
ヤ

教
儀
礼
の

研
究
者
エ

ル

ボ

ー

ゲ
ン

も
そ
の

重

要
性
を
強

調
し
て

い

た
ー
の

撤
回
で

あ

る
。

ロ

ー

ゼ

ン

ツ

ヴ
ァ

イ
ク

は
、

啓
蒙
主
義
以
来
の

ユ

ダ
ヤ

教
の

科
学
や

理

神
論
的
傾
向
を
ユ

ダ
ヤ

教
を
キ

リ

ス

ト
教
の

基
準
で

裁
い

て

い

る

と

し

て

批
判
し
て

き
た

。

本

発
表
で

観
察
さ
れ

た

彼
の

見
解
の

変
化
は
、

そ
の

残

滓
を
自
ら
の

哲
学
の

中
に

も

見
出
し、

こ

れ
を
自
己

批
判
し
た

も
の

と

み
る

こ

と

が
で

き
る
だ
ろ

う
。

存
在
と

情
動

レ

ヴ
ィ

ナ
ス

か

ら

バ

タ
イ
ユ

へ

ー

　

　
　

　
　

　
　

　
　

　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

伊
原
木
大
祐

　
バ

タ
イ
ユ

は
一

九
四
〇

年
代
末
に

発

表
し
た
書
評
「

実
存
主

義
か

ら
経

済
の

優
位
へ

」

の

中
で

、

レ

ヴ
ィ

ナ

ス

の

著

作
『

実
存
か
ら

実
存
者
へ
』

を

取
り
上
げ
て

い

る
。

本
発
表
で

は

こ

の

書

評
を
中
心
に、

レ

ヴ
イ

ナ
ス

か
ら
バ

タ

イ
ユ

へ

の

思

想
的
連

結
線
を
ス

ケ
ッ

チ
し
て

み

た
い

。

　
『

実
存
か
ら

実
存
者
へ
』

の

狙
い

は、

文

字
通
り

「

実
存
か

ら
実

存
者

へ

」

の

移
行
を
記
述

す
る

こ

と
に

あ
る

。

ま

ず
は、

非
人

称
的
で

純
粋
な

存
在
一

般
（
実
存）

を

探
求
し
、

つ

い

で
、

そ
の

存
在
か
ら
主

体
（
実
存

者）

が
生
起
す
る
出
来

事
を

描
き
出
そ

う
と

試
み

る

わ

け
で

あ
る

。

と

り

わ

け
バ

タ

イ
ユ

の

関
心
を

引
い

た

の

は
、

前

者
の

「

実

存
」

が

も
つ

異
様

な

性
格
で

あ
っ

た
。

レ

ヴ
ィ

ナ

ス

は

そ
れ

を
「

あ
る
」

と

名
づ

け
る

。

存

在

者
な
き

「

あ
る

」

の

中
で

は
、

内
部

／
外

部、

主

体

／
客
体、

自
我
／
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他

者
と
い

っ

た

二

分
法
が
完
全
に

撤
廃
さ
れ

て

し
ま

う
。

こ

こ

で

想
起
さ

れ
る
の

は
、

井
筒
俊
彦
が
禅
の

見
性
体
験
（
悟
り

）

の

頂
点
に

位
置
づ

け

た
「

絶
対
無
分
節
」

と

呼
ば
れ
る

位
相
で

あ
る

。

主

客
の

融
合
・

無
化
を

特

色
と

す
る

無
分

節
態
は

、

レ

ヴ
ィ

ナ
ス

の

存
在
概
念
に

き
わ

め
て

近

い
。

　

他
方

、

バ

タ

イ
ユ

が

重

視
し
た

「

内

的

経
験
」

と
は

、

恍
惚
11

脱
自

（

 

蓉
璧
Φ
）

で

あ
り、

そ
れ
ゆ

え
に

自
己
閉

鎖
を

打
ち

破
る

交
流
（

60

日
ー

ヨ
β

巳
6

讐
δ
コ）

で

も
あ
る

。

恍

惚
の

中
で

は

主

客
の

区
別

が
立
て

ら
れ

ず
、

い

わ
ば

「

大
き
く
口

を

開
け
た

裂
け
目

」

の

中
に

主

体
も

客
体
も

溶

解
し
て

い

る
。

書
評
の

中
で

バ

タ

イ

ユ

自
ら
が

『

内
的
経
験
』

の

発
想
を

レ

ヴ
ィ

ナ

ス

の

「

あ
る
」

に

重
ね

合
わ
せ

て

い

る
が
、

そ

こ

に

含
意
さ
れ

た

融
即
的
な
無
差
別
性
を

考
慮
す
る

と
、

そ
れ

は
も
っ

と
も
な

洞
察
で

あ

っ

た
と

言
え
る

。

こ

う
し

て

純
粋
に
形
式
的
な
観
点
か

ら

す
れ
ば

、

井

筒

の

「

無
分
節
」

、

レ

ヴ
ィ

ナ
ス

の

「

あ
る
」 、

バ

タ
イ

ユ

の

「

内

的
経
験
」

は
、

同
じ

絶
対
領
域
の

経
験
を
三

者
三

様
に

表
現
し
た

も
の

で

あ
る

と

見

な
せ

よ

う
。

だ

が、

こ

の

比

較
は

あ
く

ま
で

表
面
上

の

も
の

に

と
ど

ま

る
。

　
バ

タ

イ
ユ

の

書
評
は

、

正

当
に

も
レ

ヴ
ィ

ナ

ス

の

記
述
に

「

知
的

操

作
」

の

影
を

見
て

取
り、

そ
れ
を

鋭
く
批
判
し

て

い

た
。

そ
の

操
作
は

「

あ
る
」

の

特
異
な
経
験
を
歪

め
て

し

ま
う
の

で

は

な
い

か
。

こ

う
し
た

形
で

バ

タ

イ
ユ

が
レ

ヴ

ィ

ナ
ス

に

向
け
た
批

判
は

、

お
そ
ら
く
井
筒
の

図

式
に

も
当
て

は

ま
る

。

東
洋
哲
学
の

共

時
的

構
造

化
を
目
指
す
井
筒
の

記

述
は
、

明
ら
か
に
哲
学
的
ロ

ゴ

ス

を

多
用

す
る

こ

と

で

内
奥
の

神
秘
経
験

を
一

般
化
し
て

し
ま
っ

て

い

る
。

そ
の

結
果、

実

存
を
た
え
ず
知
か

ら

剥

離
さ
せ

よ

う
と

す
る

バ

タ

イ
ユ

（

「

非
−

知
」

の

立
場
）

と
、

実
存
を

論

証
的
に

把
捉
し

よ

う
と

す
る
レ

ヴ
ィ

ナ
ス

や
井
筒
と
の

問
に

は
、

ど

こ

ま

で

も
乗
り
越
え
が
た

い

溝
が

残
る

の

で

あ
る

。

　

し
か
し

、

こ

れ
と
は

別
の

線
引
き
も
可
能
だ

ろ
う

。

バ

タ

イ
ユ

と
レ

ヴ

ィ

ナ
ス

が

重

視
す
る

に

も
か
か

わ
ら

ず
、

井
筒
の

無
分
節
論
に

は
ま
る

で

欠
け
て

い

る

要
素
が

あ
る

。

そ

れ
が

情
動
の

モ

チ
ー

フ

で

あ
る

。

面
白
い

こ

と
に
、

絶

対
無
分

節
の

事
態
を

禅
に

即
し
て

解

説
す
る

井
筒
の

議

論

は
、

パ

ト

ス

的
要
素
へ

の

着
目
を
ほ

と
ん

ど
含
ま
な
い

。

こ

れ

に

対
し
、

レ

ヴ
ィ

ナ
ス

と
バ

タ

イ

ユ

は
い

ず
れ

も、

存
在
の

夜
と

連
動
し

て

生

起
す

る

「

不
安
」

や
「

恐
怖
」

に

注
目

し

て

い

る
。

そ
れ

ば

か

り
で

は

な
い
。

情
動
そ

の

も
の

に

話
を
限

定
す
れ

ば
、

『

実
存
か
ら
実

存
者
へ

』

は

そ

こ

に
主
体
の

存
立

を

脅
か

す
混
沌
へ

の

失
墜
を
見
た
が
、

こ

れ

は

内
的
経
験

を
通

し
て

「

自
ら
を

失
う
」

バ

タ

イ
ユ

的

過
程
に

酷
似
し

た

も
の

で

あ

る
。

レ

ヴ
ィ

ナ
ス

は

別
の

論
考
で

も、

レ

ヴ
イ

ーー

ブ

リ
ュ

ル

の

原
始
宗
教

論
に

よ
り
な

が
ら
、

表
象
に

先
立
つ

「

情
動
」

を
評
価
し、

神
秘
的
な
感

覚
作
用
に

思
考
や
知
性
と
は

別
次
元
の

経
験
を
認
め
て

い

る
。

バ

タ

イ
ユ

も
ま
た
似
た

視
点
か
ら
、

荒
れ
狂

う
「

情
念
」

を
理
性
よ
り
も
上

位
に

置

き
、

前
者
に

こ

そ
「

神
的
な
も
の
」

の

意
義
を
見
い

だ
し
た

。

こ

の

両

者

に

見
ら
れ
る

情
動
論
は
、

宗
教
の

根
源

的
な
非
合
理
性
と
い

う
問
題
を

考

え
る

上
で

も
貴
重
な
手
が
か
り
と

な
る
だ

ろ

う
。

　
〔

な
お

、

本
発
表
の

フ

ル

バ

ー

ジ
ョ

ン

は

『

別

冊
水
声
通

信
　
　
バ

タ

イ
ユ

と

そ
の

友
た
ち

』

（
水
声
社
刊
）

に
「

実

存
の

眩

暈
」

と
い

う
タ

イ

ト
ル

で

掲
載
さ
れ
て

い

る
の

で

ご

参
照

願
い

た
い

。
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