
〈
研

究

論

文

１

〉

自
然
的

宗
教
論

の
再

考

―
現
代
の
比
較
宗
教
論
に
と
っ
て
の
意
義
―

一
　

は

じ

め

に

「
自
然
的
宗
教
」
（
ｄ
ｉ
ｅ
　
ｎ
ａ
ｔ
ｕ
ｒ
ｌ
ｉ
ｃ
ｈ
ｅ
　
Ｒ
ｅ
ｌ
ｉ
ｇ
ｉ
ｏ
ｎ
，
　
Ｎ
ａ
ｔ
ｕ
ｒ
ａ
ｌ
　
Ｒ
ｅ
ｌ
ｉ
ｇ
ｉ
ｏ
ｎ
)

と

は

、

大

航

海

時

代

以

降

、

キ

リ

ス

ト

教

＝

宗

教

と

い

う

自

明

の

前

提

が

崩

れ

る

中

で

、

諸

宗

教

を

宗

教

た

ら

し

め

て

い

る

共

通

の

基

準

を

、

超

自

然

的

な

神

の

啓

示

に

で

は

な

く

て

、

人

間

の

自

然

的

能

力

の

側

に

求

め

よ

う

と

し

た

結

果

と

し

て

登

場

し

た

概

念

で

あ

り

、

特

に

「

理

神

論

」

（

Ｄ

ｅ

ｉｓ
m

）

と

呼

ば

れ

る

思

想

な

ど

と

の

連

関

の

中

で

中

心

的

に

扱

わ

れ

た

も

の

で

あ

る

。

自

然

的

宗

教

論

は

、

宗

教

理

解

の

基

礎

を

、

神

か

ら

人

間

の

側

へ

と

移

す

こ

と

で

近

代

的

な

宗

教

理

解

の

基

本

的

な

枠

組

み

を

提

供

し

た

と

い

う

意

味

で

は

、

狭

い

意

味

で

の

宗

教

哲

学

に

と

ど

ま

ら

ず

、

経

験

科

学

と

し

て

の

宗

教

学

に

と

っ

て

も

、

看

過

し

得

な

い

影

響

力

を

持

っ

て

い

る

。

も

ち

ろ

ん

、

現

代

の

比

較

宗

教

論

的

な

見

地

に

立

っ

た

場

合

に

は

、

自

然

的

宗

教

論

的

な

後
　
藤
　
正
　

英

ア
プ

ロ
ー
チ
は
、
多
様
な
宗
教
が
複
雑

に
関
係
し
合
っ
て

い
る
構

造
を
把
握

す
る
た
め
に
は
、
あ
ま
り
に
も
理

論
が
一
本
化
さ
れ
す
ぎ
て
お
り
本
質
論

に

す
ぎ
る
と
い
う
批
判

が
な
さ
れ

る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
し

か
し
、
宗
教
の
普
遍

的
本
質

へ
と
ス
ト
レ
ー
ト
に
迫
ろ

う
と
す
る
自
然
的
宗
教

論
の
性
向

は
、
決

し
て
単
純
に
無
媒
介
的
か
つ
ナ
イ

ー
ブ
な
仕
方
で
展
開

さ
れ
て

い
た
の
で

は

な
か
っ
た
。
そ
れ
は
、
異
な
る
文
化
圏
と
の
絶
え

ざ
る
せ

め
ぎ
合

い
の
中
で

磨
き
上

げ
ら
れ
て
き

た
も
の
な
の
で
あ
る
。

当
時
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
は
、
イ

エ
ズ
ス
会
の
修
道
士
を
通
し
て
、
中
国
を

は
じ

め
と
し

た
東

洋
の
文
献
が
続

々
と
紹
介
さ
れ
つ
つ
あ

っ
た
わ
け
だ
が
、

一
八
世
紀

の
啓
蒙
思
想
家

に
と

っ
て
は
、
実
際

に
異
質
な
世
界
の
思
想
に
触

れ

た
こ
と
が
、
き

わ
め
て
大
き
な
意
味
を
持
っ
て

い
た
。
こ
の
点
に
関
連
し

た
象
徴
的
な

エ
ピ
ソ

ー
ド
と

し
て
は
。
一
七
二
一
年

に

ク
リ
ス
チ

ャ
ン

・

ヴ

ォ
ル

フ
（
一
六
七
九－

一
七
五
四
年
）
が
（

レ
大
学
の
学
長
職

を
退
く
際

に



行

っ
た

『
中
国
人

の
実
践
哲

学
に
つ

い
て
』
を

挙
げ

る
こ
と

が
で

き

る
。

ヴ

ォ
ル
フ
は
、
こ
の
講
演

に
お

い
て

、
孔
子

の
教
え

が
純
粋
な
倫
理

学
的
内

容
を
含
む

も
の
で

あ
る
こ
と
を
指
摘
す

る
こ
と
で
、
キ
リ
ス
ト
教
の
啓
示

を

頼
り

に
す
る
こ
と
が
な
く
て
も

、
人
間
が
自
発
的
に
理
性
的
な
道
徳
的
存
在

者
と

な
り
得
る
こ
と
を
示

し
て

い
る
。
つ
ま
り
、
ヴ

ォ
ル

フ
に
と
っ
て

は
、

地
理
的
に
も
時
間
的
に
も
全
く
直
接
的
な
因
果
関
係
を
持
だ
な
い
地
域
（
古

代

の
中
国
）

に
お
い
て
同
一

の
問
題
意
識
の
発
露
が
あ

っ
た
と
い
う
事
実
こ

そ
が
、
地
域
や
民
族
に
限
定
さ
れ
る
こ
と
の
な

い
普
遍
的
な
人
間
理
性
の
存

在
証
明
と
な

っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う

に
、
自
然
的
宗
教
論
的
な
宗
教
理
解
が
構
築
さ
れ
て
い

っ
た
背

景
に
は
、

キ
リ

ス
ト
教
的
な
宗
教
理
解
に
限
定
さ
れ

る
こ
と
な
く
、
様
々
な

宗
教
を
理
解
し
て

い
こ
う
と
す
る
努
力
が
存
在
し
て

い
た
の
で
あ
る
。
も
ち

ろ
ん
、
自
然

的
宗
教

は
、
時
期
や
論
者

に
応
じ
て
多

様
な
相
貌
を
示
し
た
宗

教
思
潮
で

あ
り
、
様

々
な
周
辺
概
念

（
理
性

宗
教
、
理
神

論
、
無
神
論
、
自

由
思

想
家
）
と
の
間
に
微
妙
で
密
接

な
連
関

を
持
っ
て

い
る
た
め
、
本
稿

の

中

だ
け
で

そ
の
全
体
像
を
明
ら

か
に
す
る
こ
と
は
不

可
能
で

は
あ
る
が
、
少

な
く
と

も
、
自
然
的
宗

教
と

い
う
思
潮

の
広
が
り

の
大
き

さ
と
、

現
代

の

我
々
が
諸
宗
教
の
問
題
を
考
え
る
場
合
に
自
然
的
宗
教
論
的
な
発
想
と
い
う

も
の
が
持

っ
て

い
る
影
響
力
の
一
端
だ
け
は
示
し
た

い
と
考
え
て

い
る
。

ニ
　

ヒ

ュ

ー

ム
以

前

の

自

然

的

宗

教

論

を

め

ぐ

る

状

況

の

概

観

近

代

に

な

る

と

、
「
自

然

」
（
Ｎ
ａ
ｔｕ
ｒ
）

概

念

が

、

多

様

な

文
化

領

域

に
対

し

て

或

る
種

の

一

様

性

を

も

た

ら

し

、

今

現
実

に

存
在

し

て

い

る

と
こ

ろ

の

既

成

の

秩

序

を

判

定

し

、

理

解

す

る

た

め

の
原

理

と
し

て

用

い

ら

れ

る

こ

と

に
な

る
。

そ

の

場

合

、
「
自

然

的

」

と

い

う

形

容

詞

は

、

常

に

「
実

定

的

」

（
ｐ
ｏ
ｓ
ｉｔ
ｉｖ
）

と

の

対

比

に

お

い

て

使
用

さ

れ

る
こ

と

に
な

っ
た

。

理

神

論

に

お

い
て

は

、

イ

ギ

リ

ス
理

神

論

史

上

の
代

表

的

著

作

の

一

つ

で

あ

る
テ

ィ

ン
ダ

ル
（
一
六
五
七
－

一

七
三
三

年
）

の

『
天

地

創

造

と

同

様

に

古

い
キ
リ
ス
ト
教
』
（
一
七
三
〇
年
）
と
い
う
タ
イ
ト
ル
が
示
し
て
い
る
よ
う
に
、

キ
リ

ス

ト
教

で

さ

え

も

、

歴

史

上

の

或

る
時

点

か

ら
存

在

し

始

め

た
歴

史

的

宗

教

と

し

て

で

は
な

く

て

、

自

然

的

理

性

に

よ

っ
て
万

人

が

理

解

す

る

こ

と

が
可

能

で

あ
り

、
歴

史

的

変

遷

の
制

約

を

受

け

る
こ

と

な

く
常

に
同

一

の

形

態

で

存

在

し

続
け

る

「

自
然

的

宗
教

」

と

し

て

解

釈

さ

れ

る
こ

と

に
な

っ

た

の

で

あ

っ
た

。

そ

し

て

、
宗

教

概
念

の
周

り

に
纏

わ

り

つ

い
て

い

る
付

随

物

（
聖

職

者

や

教

会

の

利

害

関

係

の

た

め

に

設

け

ら

れ

た

見

解

な

ど

）

を

取

り

払

っ
て

、

宗

教

を

で

き

る

だ

け

シ
ン

プ

ル

な
原

理

に
基

づ

け

よ

う

と
す

る

理

神
論
の
基
本
的
姿
勢
は
、
ハ
Ｉ
バ
ー
ト
・
チ
ャ
ー
ペ
リ
ー
（
一
五
八
三
―
一
六

四
八
年
）

に

お
い

て

、

最

初

の

明

解

な

表

現
形

態

を
取

る

に
至

っ
た

。

「
理

神

論

者

」
（
Ｄ
ｅ
ｉｓ
ｔｅ
ｓ
）

と

い

う
言

葉

に
つ

い

て

は

、

カ

ル

ヴ

ァ

ン

派

の

神
学
者
で
あ
っ
た
ピ
エ
ー
ル
・
ヴ
ィ
レ
（
一
五
一
一
－
一
五
七
一
年
）
が
〈
何



ら

か

の

神

の

存

在

を

信

じ

て

お

り

、

そ

の

意

味

で

は

無

神

論

者

（
Ａ
ｔ
ｈ
ｅ
ｉ
ｓ
ｔ
ｅ
）
で
は
な
い
が
、
か
と
い
っ
て
イ
エ
ス
＝
キ
リ
ス
ト
を
信
じ
て

い

る

わ

け

で

は

な

い

一
群

の
人

々

〉

を

指

す

言

葉

と

し

て

紹

介

し

た

事

例

（
一
五
六
三
年
）
が

、

最

初

の
使

用

例

で

あ

る

と

言

わ

れ

て

い

る

。

つ

ま

り

は

、

理

神

論

に

お

い

て

は

〈
伝

統

的

宗

教

（
キ

リ

ス

ト
教

）

の

神

概

念

に

必
ず

し

も

忠

実

で

は

な

い

者

が

、

そ

れ

で

も

宗
教

的

で
あ

り

得

る

と

す

る

な

ら
ば

、

そ

れ

は

一

体

ど

う

い
う

事

態

な

の

か

〉

と

い

う

問

題

が

考

察

の

重

要

な

背

景

を

な

し

て

い

た

の

で

あ

る

。

ハ
ー
バ
ー
ト
は
、
『
異
教
徒
の
宗
教
に
つ
い
て
』
（
Ｄ
ｅ
　
Ｒ
ｅ
ｌ
ｉ
ｇ
ｉ
ｏ
ｎ
ｅ

Ｇ
ｅ
ｎ
ｔ
ｉ
ｌ
ｉ
ｕ
m
，
　
１
６
４
５
)
の
中
で
、
宗
教
に
関
す
る
有
名
な
五
箇
条
を
提
出
し

て

い

る
。

「
一
、

最

高

神

の

存

在

二

、

こ

の

よ

う

な
最

高

神
を

信

じ

る

義

務

三
、

徳

と
信

心
が

神

崇

拝

の

主
要

素

で

あ

る

四

、
罪

を

後

悔

さ

せ
許

す

義

務

五

、

こ

の

世

に

お

い

て

も

、

あ

の

世

に

お

い

て
も

報

い
が

あ

る

」

つ
ま
り
、
こ
の
よ
う
な
仕
方
で
、
ハ
ー
バ
ー
ト
は
、
諸
宗
教
を
宗
教
た
ら

し

め

て

い

る

共

通

の

条

件

を

提
示

し

た

の

で

あ
り

、

こ

れ

ら

の

条

件

が

、

共

通
観

念

と

し

て

全

て

の

人

間

に

生

得

的

で

あ

る

こ

と

を

主

張

し

た

の

で

あ

っ

た
。

そ

し

て

、

こ

の

五

つ

の

条

件

と

ほ

ぼ

同

様

の

内

容

が

、
『
真

理

に

つ

い

て

』
（
Ｄ
ｅ
　
Ｖ
ｅ
ｒ
ｉｔａ
ｔｅ
）

の
第

三

版

（
一
六
四
五
年
）

に
収

録

さ

れ

た

「
世

俗

人

の
宗
教
に
つ
い
て
」
（
Ｄ
ｅ
　
Ｒ
ｅ
ｌ
ｉ
ｇ
ｉ
ｏ
ｎ
ｅ
　
L
ａ
ｉ
ｄ
）
と
い
う
小
論
の
中
で
繰
り
返

さ

れ

て

い

る

こ

と

か

ら
も

明

ら

か

で

あ

る

よ

う

に

、

こ
れ

ら

の

条

件

は

、

あ

く
ま
で
「
世
俗
人
」
（
L
ａ
ｉ
ｃ
ｕ
ｓ
）
の
た
め
の
宗
教
の
基
準
と
し
て
提
示
さ
れ

た

の
で

あ

っ
た

。

さ

て

、
宗

教

を
宗

教

た
ら

し

め
て

い

る

基

本

的
諸

条

件

は
、

時

代

が
下

る

に
従

っ
て

、

道

徳

と

い

う
特

権

的

な

条

件

の

も

と

に
収

斂

し
て

く

る

こ

と

に

な

っ

た

。

道

徳

が
諸

宗

教
を

評

価

す

る

た

め

の

独

立

し

た
判

定

基

準

と

し

て

自

覚

化

さ
れ

て

き

た

と

い
う

こ

と

は

、

宗

教

（
キ

リ

ス

ト
教

）

と

道

徳

の
間

に
形

成

さ
れ

て

い

た

密
接

な

連

関

が

一
端

は

完

全

に
切

り
離

さ

れ

た

と

い

う

こ

と

を

意
味

し

て

お

り

、
そ

の
結

果

と

し

て

、

宗

教

と

は
区

別

さ
れ

た

道

徳

の
自
律
性
の
領
域
が
明
瞭
に
意
識
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
は
、
ケ
ン
ブ

リ
ッ
ジ
ー
プ
ラ
ト
ン
学
派
の
強
い
影
響
の
も
と
に
哲
学
思
想
を
展
開
し
た

シ

ャ

フ

ツ

ベ

リ

ー

（
一
六
七
五
－

一
七

一
三
年
）

の

う

ち

に
、

そ

の
典

型

例

を

見

出

す

こ
と

が

で
き

る

。

シ

ャ

フ

ツ

ベ

リ

ー

は
、
『
徳

あ

る

い

は

篤

行

に

つ

い

て
』
｛
Ｃ
ｏ
ｎ
ｃ
ｅ
ｒ
ｎ
ｉｎ
ｇ

Ｖ
ｉ
ｒ
ｔ
ｕ
ｅ
　
ｏ
ｒ
　
Ｍ
ｅ
ｒ
ｉ
ｔ
，
　
１
６
９
９
)
の
巻
頭
に
お
い
て
、
次
の
よ
う
な
興
味
深
い

発

言

を

し

て

い

る

。

「
も

し

、

あ

る

人

が

宗

教
的

で

あ

る

と

言

わ

れ

た

と

し

て
も

、

我

々
は

、

な

お

『
彼

の

道

徳

は

ど

う

か
？

』

と

尋

ね

る

。

し

か

し

、

彼
が

本

当

の

道

徳
原

則
を
持
っ
て
お
り
、
自
然
的
正
義
と
良
い
気
質
の
持
ち
主
で
あ
る
、
と
最
初

に

言

わ

れ

た

場

合

に

は

、

我

々
が

、
『
彼

は

宗

教

的

で

あ

り

、

信

仰

厚

い

の

か
？

』

と

い

う

、

も

う

一

つ

の
問

い

に

つ

い

て

考
え

る

こ

と

は
稀

で

あ

る

。
」

つ

ま
り

、
〈
宗

教

的

で
あ

る
人

が

必
ず

し

も

道

徳

的

で
あ

る
と

は

い
え
ず

、

逆

に
宗

教

的

で

は

な

い

と
し

て

も

有

徳

者

で

あ

り
う

る

〉
と

い
う

人

間

観

は
、

道
徳

の
自

律

性

へ

の
要

求

の
も

と

に

、

よ

う
や

く

こ

の
時

期

に
な

っ
て
形

成



さ
れ
始
め
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て

、
こ

う
し

た
人
間
観
を
背
景

に
し
な
が
ら
、

い
か
な
る
宗
教
の
信
者
と

い
え
ど

も
兼
ね
備
え
て

い
る

べ
き
条
件

と
し
て

の

道
徳
を
強
調
し
、
道
徳

に
宗
教

の
基
礎
付
け
を
求

め
る
思
考
形
態

が
生
ま
れ

る
こ
と

に
な

っ
た
。

ま
た

シ
ャ
フ
ツ
ベ
リ

ー
の
場

合
、
道

徳
の
自
律
性
へ

の
要
求

は
、

シ
ャ
フ

ツ
ベ
リ
ー
の
友
人
で
あ
り
、
彼
の
教
育
係
で
も
あ
っ
た
口
ッ
ク
に
対
す
る
批

判
と
い
う
意
味
合
い
を
持
っ
て
い
る
。
口
ッ
ク
（
一
六
三
二
－
一
七
〇
四
年
）

は
、
道
徳
の
生
得
説
を
否
定
し
て

お
り

、
道
徳
的
行
為
が
賞
罰
へ

の
経

験
的

関
心
に
よ

っ
て
既
定
さ
れ
て

い
る
こ
と

を
主
張
し
て

い
る
。
し

か
し
、
賞
罰

の
問
題

は
、
最
終
的
に

は
神

の
審
判
へ

の
配
慮

に
よ

っ
て
道
徳
的
行
為
が
可

能
に
な

っ
て
い
る
と
い
う
議
論
へ
と
帰
着
し
て
し
ま
う
以

上
、

口
ッ
ク
に
お

い
て
は
、
道
徳
の
自
律
性
を
積
極
的

に
展
開
す
る
こ
と
が
で
き
な

い
構
造

に

な

っ
て

い
た
の
で
あ

っ
た
。

ロ
ッ

ク
は
、
『
キ
リ
ス
ト

教
の
合
理
性
』
（
一
六
九
五
年
）

に
お

い
て

も

、

「
道
徳

に
関
す

る
知
識

は
（
ど

れ
ほ
ど
自
然

の
光
が
道
徳

に
ふ
さ

わ
し

い
も

の
で
あ

っ
て
も
）
、
単

な
る
自
然
の
光

だ
け
で

は
、
世

の
中
で

は
、
遅

々
と

し

た
進
歩
し

か
せ
ず
、

ほ
と
ん
ど
進
歩
す

る
こ
と
が
な

い
と

い
う
こ
と

は
、

経
験

の
示
す
と
こ
ろ
で

あ
る
」

と
か
、
「
（
神
の
）
援
助
を
受
け
て

い
な
い
人

間
理
性
が
、
道
徳
と

い
う
重
大
で

、
人
間

理
性

に
ふ
さ
わ
し

い
仕
事

に
お
い

て

、
人
間

の
役

に
立
た
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と

は
、
明
ら

か
で
あ

る
」
と

述

べ
て

い
る
。

口
ッ
ク
は
、
道
徳
の
根
拠

を
人
間
の
自
然
的
能
力

の
内

に
基

づ

け
よ
う

と
は
し

な
か
っ
た
の
で

、
そ
の
結
果
と
し
て
、
歴
史
上

の
キ
リ

ス
ト

教

の
成

立

時

点

に

道

徳

の

起

源

を
見

る
主

張

を
展

開
す

る
こ

と

に

な

っ

た
の

で

あ

っ

た
。

ロ

ッ

ク

は

、
聖

書

の

理
性

的
解

釈

を

行

な

う

場

合

に
も

、
自

然

的

能

力

と

し

て

の

理

性

に

よ

っ

て
聖

書

の

全

内

容

を

把

握

し

よ

う

と

は

せ

ず

、
〔
理

性

を

超

え

て

（
ａ
ｂ
ｏ
ｖ
ｅ
）

は

い

る

が

、

決

し

て

理

性

に

反

し

て

（
ｃ
ｏ
ｎ
ｔｒ
ａ
ｒ
ｙ

ｔｏ
）

は

い

な

い

領

域

と

し

て

の

〕
超

自

然

的

な

領

域

を

承

認

し

て

い

る
。

そ

の

意

味

で

も

、

口
ッ

ク

は

、
（
後

の

ヒ

ュ
ー

ム
と

は
違

っ
た

仕

方

で

は

あ

る

が

）

理

神

論

的

な

自

然

的

宗

教
論

者

と

は

一

線

を
画

し

た
立

場

に
立

っ
て

い

る
の

で

あ

る
。

最

後

に

、

以

上

述

べ
て

き

た
理

神

論

に

お
け

る
自

然

的

宗

教

理

解

を

纏

め

る
な

ら

ば

、

次

の

四

点

が

挙

げ
ら

れ

る

だ

ろ

う
。

一
　
自

然

的

理

性

に

よ

っ

て

理

解

可

能

で

あ

る
こ

と

。

二

宗

教

を
可

能

に
し

て

い

る
条

件

が

人

間

の

精

神

に

生

得

的

で

あ

る
こ

と

。

三

世

俗
人

の
信

仰

で

あ

る
こ

と

。

四

宗

教

の

基

本

的

な

構

成

要

素

と

し

て

道

徳

が

強
調

さ

れ

て

い

る
こ

と

。

三
　

ヒ

ュ

ー

ム

に

よ

る

理

神

論

批

判

以

降

の

状

況

『
英

国

理

神

論

史

』

の
中

で

レ

ヒ
ラ

ー
が

主

張
し

て

い

る

よ

う

に
、

前

節

で

述

べ

た
よ

う

な

理

神

論

の
主

張

は
、

諸

宗

教

の
全

て

の
内

実

を

自

然

的

理

性

に

よ

っ
て

把

握

可

能

で

あ

る
と

考

え

て

お

り

、
歴

史

的

宗

教

を

理

性

宗

教

と

の

完

全

な

一

致

に
も

た
ら

す

こ

と

が

で

き

る

と

考
え

て

い

た

点
で

は
、

あ

る

種
の
独
断
論
的
な
傾
向
を
持
っ
て
い
た
と
い
え
る
。
し
か
し
、
時
代
が
一
八



世

紀
の
中

葉
に
入
る
に
い
た
っ
て

、
理
神

論
の
流
れ
に
あ
り
な
が
ら
も
、
従

来

の
理

神
論
に
対

し
て

は
懐
疑
的

な
ス

タ
ン
ス
を
取

る
思

想
が
登
場
し
て
く

る
こ
と

に
な
る
。
そ
し
て
、
最

終
的

に
理
神

論
は
、

ヒ
ュ
ー
ム
（
一
七
一
一

－

一
七
七
六
年
）
に
お
い
て
、
そ
の
頂

点
と
同

時
に
解
体

を
迎
え
る
こ

と

に

な
っ
た
。

よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
ヒ
ュ
ー
ム
は

『
人
性
論
（
人
間

本
性

論
）
』

（
一
七
三
九
年
）
の
冒
頭
に
お

い
て
、
次
の
よ
う

に
宣
言
し
て

い
る
。

「
す
べ
て
の
学
問
は
、
多
か
れ
少

な
か
れ
人
間
本
性
に
関
係
し
て

お
り

、
い

ず

れ
か
の
学
問

が
、
人
間

本
性

か
ら

遠
く
離
れ
て
い
る
よ
う
に
見
え

た
と
し

て

も
、
そ
れ
ら

も
、
結
局

何
ら

か
の
経

路
を
通

っ
て
人
間
本
性

に
帰
着
す

る

こ

と
は
明

白
で

あ
る
。
数
学
、
自
然
科

学
、
自
然
的
宗

教
で
さ
え
も
、
あ

る

程
度
ま

で
、
人

間
学
に
依
存
し
て

い
る
。
と
い
う
の
は
、
こ
れ
ら

の
学
問

は
、

人
間
の
管
轄
下

に
あ
っ
て
、
人
間

の
権
力
や
能
力
に
よ

っ
て
審
判

さ
れ
る
か

ら
で
あ
る
」

こ
の
よ
う
に
、
ヒ
ュ
ー
ム
に
お
い
て
は
、
超
自
然
的
連
関
に
つ
い
て
は
括

弧
入
れ
し
た
上
で
、
宗
教
を
論
じ

る
場
所
を
、
人
間
的
自
然
（
人
間
本
性
）

の
関
係
す
る
範
囲
に
限
定
し
よ
う
と
す
る
姿
勢
が
明
確
で
あ
る
。
既
に
ホ
ッ

ブ
ス
（
一
五
八
八
－

一
六
七
九
年
）
の

『
リ

ヴ
ァ
イ

ア
サ
ン
』
（
一
六
五
一
年
）

が
、
人
間
本
性
の
構
造
を
探
求
し
た
後
で
宗
教
の
問
題
へ
と
向
か
う
論
述
構

成
を
取

っ
て
い
た
が
、
ヒ
ュ
ー

ム
で
は
、
人
間
本
性
の
観
察
に
基
づ
い
た
宗

教
理
解
、
つ
ま
り
は
人
間
学
的
観
点
か
ら
の
宗
教
の
基
礎
付
け

が
自
覚
的
に

遂
行

さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

ヒ
ュ
ー
ム
の
宗
教
理
解
の
最
大

の
特
徴

は
、
『
宗
教

の
自
然

史
』
（
一
七
五

七
年
）
の
冒
頭

に
も
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う

に
、
人
間

本
性

を
基
礎
と
す

る

自
然

的
宗
教

と
、
理
性
を
基
礎
と
す
る
理
性
宗
教
を
明
確

に
区
別
し
て
い
る

点
で

あ
る
。

つ
ま
り

、
従
来
の
理
神
論
で
は
、
自
然

的
宗
教
と
理
性
宗
教
は

往
々
に
し
て
同
一
視

さ
れ
て

い
た
わ
け
だ
が
、
ヒ
ュ
ー
ム
で
は
両
者
が
区
別

さ
れ
て
い
る
点
に
、
ヒ
ュ
ー
ム
流
の
理
性
批
判
の
視
点
が
存
在
し
て
い
る
の

で

あ
る
。
そ
の
意
味
で
も
、
一
般
に

ヒ
ュ
ー

ム
は
、
イ

ギ
リ

ス
理
神
論
の
傍

流
、
な
い
し
は
終

末
期
に
属
す
る
人
物
と
し
て
位
置

づ
け
ら
れ
る
こ
と
に
な

る
。さ

て
、
カ
ン
ト
（
一
七
二
四
－

一
八
〇
四
年
）
の
理
性
宗
教
は
、
理
性
能
力

自
身

の
批
判

的
吟
味

を
前
提
に
し
た
上
で
成
立
し
て

い
る
も
の
で
あ
る
以
上

、

独
断

的
な
理
性
宗
教

論
と

は
一
線
を
画

し
て
お
り
、
『
プ

ロ
レ
ゴ
ー
メ
ナ
』

（
一
七
八
三
年
）
で
の
言
及
な
ど
か
ら
も

窺
え

る
よ
う
に
、
こ
の
点

に
お
い
て

は
、
カ
ン
ト
は
ヒ
ュ
ー
ム
の
理
神
論
批
判
の
視
点
を
受
け
継

い
で

い
る
。
カ

ン
ト
は
、
『
宗
教
論
（
単
な
る
理
性
の
限
界
内
に
お
け

る
宗
教
）
』
（
一
七
九
三

年
）
の
第
四
編
で
は
、
自
ら

の
理
性
宗
教
の
位
置
を

「
自
然
的
宗

教
」

の
観

点
か
ら
規
定
し
直
し
て
い
る
。
そ
こ
で

は
、

カ
ン
ト
は
、
自
ら
の

ス
タ
ン
ス

を
「
純
粋
な
合
理
主
義
者
」

と
し
て
位

置
づ
け
て

い
る
。
「
純
粋

な
合
理
主

義
者
」
と
は
、
啓
示

の
存
在

を
認

め
は
す
る
が
、
啓
示

を
知
る
こ
と
が
道
徳

に
と

っ
て
は
必
ず
し
も
必
要
で

は
な

い
と
考
え
る
立
場
の
こ
と
を
指
し
て
い

る
。
つ
ま
り
、
カ
ン
ト
は
、
一
切
の
超
自
然
的
連
関
を
認

め
な
い

「
自
然
主

義
者
」
の
立
場
に
は
立
っ
て

い
な

い
の
で
あ
る
。



自
然
的
宗
教
論
の
系
譜
と
い
う
意
味
で
は
、
シ
ュ
ラ
イ
エ
ル
マ
ッ
ハ
ー

（
一
七

六

八
－

一
八
三
四

年
）

の

有

名

な

『
宗

教

論

』

に

も

触

れ

る

必

要

が

あ

ろ

う

。

よ
く

知

ら

れ

て

い

る

よ

う

に

、
『
宗

教

論
』
（
一
七

九

九
年
）
で

は

、

シ
ュ

ラ

イ

エ
ル

マ
ッ

ハ
Ｉ

は

。

当

時

の

宗

教

を

軽

視

す

る
教

養

人

に

向

け

て

宗

教

の

存

在

理

由

を

示

す

た

め

に

、

神

の

観

念

か

ら

で

は

な

く

て

、
「

人

間

性

（
Ｍ
ｅ
ｎ
ｓ
ｃ
ｈ
ｈ
ｅ
ｉｔ
）
　

を

軸

に
し

て

宗

教

を

論

じ

よ
う

と

し

て

い

る
。

も

ち

ろ
ん
、
シ
ュ
ラ
イ
ェ
ル
マ
ッ
ハ
ー
は
、
『
宗
教
論
』
の
中
で
は
、
啓
蒙
主
義

的

な

自

然

的

宗

教

論

に

見

ら

れ

る

よ

う

な

宗

教

理

解

に

対

し

て

は

批
判

的

な

言

明

を

展

開
し

て

い

る

わ

け

だ

が

、

重

要

な

点

は

、
『
宗

教

論

』

と

い

う

著

作

の

基

本

的
姿

勢

自
体

が

、
き

わ

め
て

自

然

的
宗

教

論

的

で

あ

る

と

い

う

こ

と

な

の

で

あ

る
。

つ

ま
り

、
純

粋

に

キ
リ

ス

ト

教

の

弁

証

が

目

的

と

な

っ
て

い

る

『
キ

リ

ス

ト

教

信

仰

（
信

仰

論

）
』
（
一
八
二

一
年
）
の

場

合

と

は

違

っ

て

、

キ
リ

ス

ト
教

に
限

定

さ
れ

な

い
宗

教

全

般

に
対

す

る

根

拠

づ
け

を

行

お

う

と

す

る
場

合

に

は

、
明

ら

か

に
自

然

的

宗

教

論

的

な

枠

組
み

を

採
用

せ
ざ

る

を

得

な
く

な

っ
て

い

る

の
で

あ

る
。

そ

の
意

味

で

も

、

自
然

的

宗
教

論

は
、

近

代

の

宗

教
理

解

に
対

し

て

、

決

定
的

な

ラ
イ

ン

を
敷

い

た

の

で

あ

っ

た
。

四
　

自

然

的

宗

教

論

と

し

て

の

岸

本

英

夫

の

宗

教

学

―
ま
と
め
に
か
え
て

以

上

見

て

き

た

よ
う

に

、
完

全

に
自

然

主

義

的

な
議

論

に

な

っ
て

い

る

か

ど

う

か

は
論

者

に

よ

っ
て

か
な

り

の
差

異

が

あ

る
も

の

の

、
自

然

的
宗

教

論

に

お

い

て

は
、
「
人

間

の
問

題

」

を

出

発

点

と

す

る
と

い

う

姿

勢

が

一

貫

し

て
共
有
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
詳
し
く
触

れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
筆

者
の
見
る
と
こ
ろ
、
日
本
で
は
、
そ
の
よ

う
な
姿
勢
が
最
も
典
型

的
に
現
わ

れ
た
の
は
、
岸
本
英
夫
（
一
九
〇
三
―
一
九
六
四
年
）
の
宗
教

学
で
あ

っ
た
よ

う
に
思
わ
れ
る
。

も
ち
ろ
ん
、
岸
本
宗
教
学
は
、
価
値
中
立
的
な
実
証
的
宗
教
学
と
し
て
構

築
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
岸
本
の
宗
教
学
を
、
哲
学
的
な
宗
教
論
と

し
て
の
性
格
を
持

っ
て
い
る
自
然
的
宗
教
論
と
単
純

に
同
一
視
す

る
こ
と
は

で
き

な
い
。
実
際
、
岸
本
は
、
宗
教
学
の
方
法
論
的
理
解
に
お
い
て

は
、
狭

義

の
経
験
科
学
と
し
て
の
宗

教
学
と
宗
教
哲
学
と
を
区
別
す

る
こ
と
を
強
く

主

張
し
て

い
る
。

言
う
ま
で
も

な
く
、
宗
教

の
比
較
研

究

に
お

い
て
は
、

様

々
な
宗

教
に
対
し

て
安
易

な
価
値
評
価
を
行
う
こ
と
は
最
も
戒
め
ら
れ
る

べ
き
こ
と
で

あ
ろ

う
。

し

か
し

、
元
来
、
人
間
を
焦
点
に
し
て
宗
教
を
理
解
す

る
と
い
う
こ
と
は
、

宗
教

に
対
す

る
原
理

的
、
全
体
的
考
察
の
重
要

性
を
要
求
せ
ず
に
は
お
か
な

い
。
岸
本
が

、
デ
ュ
ー
イ

の
市
民
宗
教
論
と
の
連
続
性
の
も
と

に
日
本
の
宗

教

（
特

に
神

道
）

を
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ

ム
の
観
点
か
ら
再
評
価
し
よ
う
と
し
た

と
き

、
そ
こ

に
は
、
通
常

の
経
験
科
学
を
超
え
た
宗
教
全
体

に
対
す
る
原
理

的
探
究

の
営
み
が
あ

っ
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
だ
ろ

う
。
と
は
い
え

、

既

に
田
丸
徳
善

の
指
摘

に
も
あ
る
よ
う

に
、
元

来
、
「
対
象
志
向
的
で

あ
る

よ
り
も
、
体
験
志
向
的
な
東
洋
的
宗
教
の
地
盤
で
は
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、

人
間
を
中
心
と
し

た
宗
教
概
念
の
構
想
は
、
は
る
か
に
容
易
で
あ

っ
た
」

と

い
う
事
情
も
存
在
し
て
お
り
、
日
本
人
の
宗
教
研
究
者

に
と

っ
て
は
。
こ
の



「

容

易

さ

」

と

い

う

事

情

を

ど

の

よ

う

に

自

覚

化

し

て

い

る

か

と

い

う

点

は

。

き

わ

め

て

重

要

な

問

題

と

な

っ

て

く

る

だ

ろ

う

。
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Ｓ
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；
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ｔ
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ａ

ｎ

ｄ

　

ｉｎ

ｔ
ｒ
.
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ｅ
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ｐ
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ｎ
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ａ
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Ｏ
ｐ
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ｎ
ｉ
ｏ
ｎ
ｓ
,
　
Ｔ
ｉ
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Ｅ
ｔ
ｃ
，
　
Ｔ
ｈ
ｏ
ｅ
ｍ
ｍ
ｅ
ｓ
　
Ｐ
ｒ
ｅ
ｓ
ｓ
，
　
１
９
９
５
，
　
ｐ
.
　
２
３
８
.

（

３

）
　

Ｊ
ｏ

ｈ

ｎ

　

Ｌ

ｏ

ｃ

ｋ
ｅ
,

　

Ｔ

ｈ
ｅ

　

Ｒ
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ａ
ｓ
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ｎ

ａ

ｂ
ｌ
ｅ
ｎ

ｅ
ｓ
ｓ

　
ｏ
ｆ

　

Ｃ

ｈ
ｒ
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ｔ
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ｎ
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ｈ

ｏ
ｅ

ｍ

ｍ

ｅ
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Ｐ
ｒ

ｅ
ｓ
ｓ
,
　

１
９

９
７

，
　
ｐ

． 　

１
４
０
.

（

４

）
　

ｉ
ｂ

ｉ
ｄ
.

引

用

文

中

の

円

括

弧

内

の

補

足

は

筆

者

に

よ

る

も

の

。

（
５
）
　
　
　
Ｇ
.
　
Ｖ
.
　
Ｌ
ｅ
ｃ
ｈ
ｌ
ｅ
ｒ
,
o
p
　
ｃ
ｉ
ｔ
,
，
　
Ｓ
.
　
４
１
１
-
４
１
２
．

（
６
）
Ｄ
ａ
ｖ
ｉ
ｄ
　
Ｈ
ｕ
m
e

，

Ａ
　
Ｔ
ｒ
ｅ
ａ
ｔ
ｉ
ｓ
ｅ
 
ｏ
ｆ
　
Ｈ
ｕ
ｍ
ａ
ｎ
　
Ｎ
ａ
ｔ
ｕ
ｒ
ｅ
,
 
ｅ
ｄ
.
　
Ｌ
.
　
Ａ

Ｓ

ｅ

ｌ
ｂ
ｙ
-

Ｏ

ｘ

ｆ
ｏ

ｒ

ｄ

，
　

１

８
８
８

，
　
ｒ
ｅ
ｖ
.

　

Ｐ
.

　
Ｈ
.

　

Ｎ

ｉ
ｄ

ｄ

ｉ
ｔ
ｈ
,
　

１
９

７
８
,

　
ｐ
.

　

Ｘ

Ｖ
.

（
７
）
　
岸
本
英
央
『
宗
教
学
』
大
明
堂
、
一
九
六
一
年
、
五
一
九
頁
参
照
。

（

８

）
　

田

丸

徳

善

「

人

間

学

的

宗

教

学

の

構

想

」

『

宗

教

学

の

歴

史

と

課

題

』

山

女

書

店

、

一

九

八

七

年

、

一

六

六

頁

所

収

。

（
ご
と
う
・
ま
さ
ひ
で
。
カ
ン
ト
の
実
践
哲
学
・

宗

教

哲

学

、

京

都

大

学

大

学

院

）
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