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書評 と紹介

島
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四
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岩
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〇
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二

八

〇
〇

円
＋

税
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口
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一

　

本
書
の

目
的

　
ス

ピ

リ

チ
ュ

ア

リ
テ

ィ

は
扱

う
論
者
に

よ

っ

て

そ
の

内
容
に

違
い

が

あ

る
。

ま
ず、

本
書
で

島
薗
の

考
え

る

ス

ピ

リ

チ
ュ

ア

リ
テ

ィ

を

明
ら

か

に

し

て

お

こ

う
。

　
　
ス

ピ

リ
チ
ュ

ア

リ
テ
ィ

（
霊
性）

と
は

、

個
々

人
が

聖
な
る

も

の

を

　
　

経
験

し
た
り

、

聖
な

る

も
の

と

の

関
わ
り
を
生
き

た

り
す
る

こ

と、

　
　
ま
た

人
間
の

そ
の

よ

う
な

働
き

を

指
す

。

そ
れ
は

ま

た、

個
々

人
の

　
　
生

活
に

お

い

て

い

の

ち
の

原
動
力
と

感
じ

ら
れ
た

り、

生
き

る

力
の

　
　

源
泉
と

感
じ
ら
れ

た

り
す
る

よ

う
な

経
験
や

能
力
を

指
し
て

い

る
。

　
　
（
v

頁）

　
ニ

ュ

ー

エ

イ
ジ
や

精
神
世
界
と

重
な
る

部
分
が

多
い

が
、

島
薗
は
、

教

団
と

対
立

す
る

よ

う
な

新
し
い

運

動、

文
化
の

側
面
を

強
調
し

て、

「

新

霊
性
運
動
・

文
化
」

と

名
づ

け
て

い

る
。

伝
統
宗
教
の

枠
に

収
ま

ら

な
い

も
の

を

中
心
に

考
え
て

い

る

の

で
、

キ
リ
ス

ト
教
の

ス

ピ

リ
チ
ュ

ア
リ
テ

ィ

は

周
辺
に

位
置
し

、

死
に

ゆ

く
人
々

の

ケ

ア
や
ジ
ェ

ン

ダ
ー
か

ら

の

自

己
解
放
運

動
に

見
ら
れ

る

ス

ピ

リ

チ
ュ

ア
リ

テ
ィ

を
そ

の
一

部

（

新
霊

性

文
化）

と

考
え
る

。

　
ス

ピ

リ
チ
ュ

ア

リ
テ
ィ

は
、

消

費
文
化
と

結
び
つ

け
て

考
え
ざ
る

を

得

ず、

そ
の

た
め

に

表
層
的
な

イ
メ

ー

ジ

が
ぬ

ぐ
い

き
れ
な
い
。

本
書
は
、

ス

ピ

リ

チ
ュ

ア

リ

テ
ィ

を

新
霊
性
文
化
と
よ

り
幅
広
く

捉
え

る
こ

と

で
、

ま
た
生

活
の

中
で

人
々

が

生

き
て

い

る

う
え
で

の

ス

ピ

リ
チ
ュ

ア

リ
テ

ィ

を

個
々

に

描

く
こ

と

で、

重

層
的
に

、

か
つ

深
く
ま
で、

描
き

出
す
こ

と

を

目
的
と
す
る

。

ま
た、

新
霊

性
文
化
が
台

頭
し

て

く
る

社
会

的
背
景
を

描
く
こ

と
も
重

要
な
ポ
イ

ン

ト
だ

。

　
す
な

わ
ち、

ス

ピ

リ
チ
ュ

ア
ル

な
も

の

が、

個
人
の

実
存
に

か

か

わ
る

ほ
ど

の

深
み

を

持
っ

た

も
の

で

あ

り、

ま

た

社
会
変
動
の
一

形
態
と

し

て、

う
ま
く

描
け
る
か

。

こ

れ
が

本
書
の

ポ

イ
ン

ト
だ
と

思
う

。

　
二

　
構
成
と

内
容

　

本
書
は

、

第
−

部
か

ら

第
皿

部
ま
で

と

終
章
の

四
つ

の

部

分
か

ら

成

る
。

　

第
−

部
「

新
霊
性
文

化
を

ど
う
と

ら

え
る

か
」

で

は
、

新
霊

性
文
化
の

輪
郭
が

描
か
れ

る
。

第
一

章
「

ス

ピ

リ
チ
ュ

ア

リ
テ

ィ

の

興
隆
」

は
、

一

九
七

〇
年

前
後
か

ら
八

〇
年
代
は
じ
め

に

か

け
て

活

躍
し

た

先
駆
者
の

紹

介
が

中
心
で

あ
る

。

そ

れ

は、

「

緑
の

ス

ピ

リ

チ
ュ

ア
リ

テ
ィ

」

山
尾
三

省、

「

成
功
の

ス

ピ

リ
チ
ュ

ア

リ
テ

ィ
」

船
井
幸
雄、

「

ケ

ア
の

ス

ピ

リ
チ

ュ

ア
リ

テ
ィ

」

柏
木
哲
夫

、

「

自
己

解
放
の

ス

ピ

リ
チ
ュ

ア

リ

テ
ィ

」

田

中
美
津
の

四

人
。

後
二

者
の

紹
介
が

島
薗
の

考
え
る
「

新
し

さ
」

を

知
る

上
で

は
、

重

要
で

あ
る

。

　

死
に

ゆ
く

人
の

ケ
ア

に

お

い

て

柏
木
が
強

調
し

た
の

は
、

人
生
の

危
機

に

瀕
し

た
と
し

て

も、

そ

の

と
き
で

も
自
分
が

人

間
と
し

て

生
き
て

い

る
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あ
か

し
を

見
出
す

能
力
で、

生
き
る

力
、

希
望、

新
た
な

よ

り
ど
こ

ろ

な

ど
で

あ
る

。

神
や

仏
の

力
を

借
り
て

こ

れ
ら
を

見
出
す
の

は

宗
教
だ
が

、

究
極
的
存
在
で

は

な
く、

自
分
の

外
の

大
き
な

も
の

な
ど

に

新
た
な
よ

り

ど
こ

ろ

を

求
め

た

場
合
が
、

ス

ピ

リ

チ
ュ

ア

リ

テ
ィ

と

な

る。

ウ

ー
マ

ン

・

リ
ブ

の

田
中
美
津
の

例
は、

か

な

り

実
存
を

捉
え
て

い

る
。

男
社
会

の

中
で

女
が

女
で

あ
る

た
め
に

は
、

男
と

同
じ

よ

う
に

男
社
会
に

で

て

い

っ

て

も
だ
め

で

あ
る

。

女
で

あ
り

続
け
る

た
め

に

被
る

被
害
か

ら
の

解
放

の

希
求

、

そ

れ
も

「

い

の

ち
」

か

ら

の
、

生

命
的
欲
求

。

そ

し
て

こ

の

よ

う
な

「

い

の

ち
」

を
も
つ

個
と

個
と

の

交
感

。

こ

れ
が
ス

ピ

リ
チ
ュ

ア

ル

な

痛
み

で

あ
り、

ス

ピ

リ
チ
ュ

ア

ル

な

喜
び

な
の

で

あ

る
。

　

第
二

章
「

ニ

ュ

ー

エ

イ
ジ

か

新
霊
性
か
」

で

は
、

ま

ず
、

多
く
の

入
が

ニ

ュ

ー
エ

イ

ジ

と

呼
ぶ

の

は
た
め
ら

う
で

あ
ろ

う
天
河

弁
財
天

社
を

紹
介

す
る

。

日

本
の

精
神
世
界
の

運

動
の
一

局
面
を

示
す
こ

と

で
、

世
界
的
に

広
く

用
い

ら

れ
て

い

る

ニ

ュ

ー
エ

イ

ジ

で

は

捉

え
き

れ
な
い

こ

と

を

示

し
、

包
括

的
に、

か

つ

学
術

的
な

用
語

と

し
て

「

新
霊
性
運
動
・

文

化

（
澪
藝
ω
℃

三
窪
巴
ヰ
団

ヨ
c
＜
Φ

日
Φ

再
ω

ロ

註
c

巳
什

霞
Φ）
」

の

妥

当
性
を

主
張

し
て

い

る
。

　
ニ

ュ

ー
エ

イ
ジ

は

ア

メ

リ
カ

の

現
象
を

、

精
神
世
界
は
日

本
の

現
象
を

捉
え
る

言
葉
で

あ
り

、

ど

ち
ら
も

多
様
な

現
象
を
漠

然
と

指
す

言
葉
な
の

で
、

学
術
用
語
と

し
て

は

な
じ
ま
な

い
。

ま
た

、

ニ

ュ

ー
エ

イ
ジ
や

精
神

世
界
と

い

う
用
語
で

は
、

新
し
い

現
象
の

重

要
な

特
徴
が

見
逃
さ

れ

る

お

そ

れ
が

あ
る
。

そ
の

特
徴
は
、

「

新
霊

性
文
化
は

自
ら
が、

伝
統
的
な

宗

教
と

近

代
科
学
や

合
理

主
義
と
の

双
方
の

欠
点
を

克
服
し
た

新
し
い

世
界

観
、

あ
る

い

は

新
し
い

運

動
や

文

化
で

あ
る

と

自
覚
し

て

い

る
」

。

そ

れ

は

「

自
己

変
容
・

自
己

解
放

を
主

題
と

す
る

運
動
や

文

化
で

あ
る
」

（
五

二

頁）
。

集
団
で

の

実
践
と

い

う
よ

り
も

個
々

人
の

行

動
な
の

で、

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

化、

グ
ロ

ー

バ

ル

化
し
た

現
代
社
会
で

は
、

世
界
各
国
の

グ
ロ

ー
バ

ル

な

情
報
や

文
化
を

取
り
入
れ
て

形

成
さ

れ
る

。

し
た

が

っ

て、

多

元
的
。

多
中
心

的
な

現
象
と

な

る
。

そ

こ

に

は

宗
教
の

よ

う
に
、

救
済
は

含
ま
れ

て

い

な
い

。

す
な
わ

ち

人

間
の

苦
難
に

つ

い

て

の

強
い

自
覚
が

な

く、

人
間
を
遥
か

に

超
え
た

超
越
的
他
者
も
も
た

な

い

の

で

あ
る

。

　

第
三

章
は

「

新

霊
性
文
化
と

宗
教
伝
統
」

で
、

両
者
の

関
連
を

述
べ

る
。

欧
米
で

は

新
霊
性
文

化
は

キ
リ
ス

ト

教
か

ら

批
判
を

浴
び

る

こ

と

が

多
い

。

と

こ

ろ

が

日
本
で

は

批
判
は

少
な
い

。

そ

れ
は
、

新
霊
性
文

化
が

ア
ニ

ミ

ズ

ム

や
シ

ャ

マ

ニ

ズ
ム

な
ど

の

日

本
の

宗
教
伝
統
と

重
な
る

部
分

が

大
き

い

か

ら
で

あ
ろ

う
。

敵
対
す

る
キ
リ
ス

ト
教
と

新
霊
性
文
化
の

関

係
も

現
代
で

は

相
互
浸
透

す
る
面
も

あ
る
こ

と

が
、

近
代
カ

ト
リ
ッ

ク

の

修
道

生
活
に

ま
で

さ

か

の

ぼ

っ

て

説
明
さ

れ
る

。

　

し
か

し
な
が
ら

、

こ

の

章
で
一

番
興
味

深
い

の

は、

3
節
の

「

ア

イ
デ

ン

テ

ィ

テ
ィ

の

未
来
」

で

あ
る

。

従
来
は、

人
々

に

ア

イ

デ
ン

テ

ィ

テ
ィ

を

提
供
す
る

の

は
、

救
済

宗
教
と

世
俗
的
ヒ

ュ

ー
マ

ニ

ズ
ム

だ
っ

た
。

新

霊
性
文
化
は、

新
し

い

第
三

の

ア

イ

デ
ン

テ

ィ

テ

ィ

の

形

成
の

機
会
を

与

え
る
。

近

代
的
科
学
や

諸
制
度
の

発
展
の

結
果

、

救
済
宗
教
よ
り
も

優
位

に

立
っ

た

世
俗
的
ヒ

ュ

ー

マ

ニ

ズ

ム

は、

近

年
、

衰
え
を

見
せ

る

よ

う
に

な
る

。

そ
れ
は

、

近
代
科
学
の

威
信
と

人

文
的
教
養
の

権
威
が

揺
ら
い

で

き
た
た

め
で

あ
る

。

そ
こ

で

現

代
社
会
に

適
合
的
な

特
徴
を
備
え
た

新
霊

性
文
化
が

台
頭
す
る

。

新
霊
性
文

化
は、

精
神
／
物
質
の

二

元

論
を

超
え

る

新
し
い

知
と
な

る

可

能
性
が

あ
り

、

と

く
に

心
理

学、

医
学、

教
育
学

の

臨
床
的
な

場
面
で

そ

の

地
位
を
築
き

つ

つ

あ
る

。

ま
た

情
報
化
や

個
人

化
が

進
み

、

と
く
に

先
進

国
の

高
学
歴
の

人
は、

一

つ

の

権
威
に

頼
る

の

152（682）
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で

は
な
く

、

多
様
な

情
報
に

接
し

、

高
度
な

知
識
と

情
報
処
理

能
力
で

そ

れ

ら
を

自
由
に、

柔
軟
に

取
捨
選
択
す
る

。

「

新
霊

性
文

化
が

提
供

す
る

ア
イ
デ
ン

テ

ィ

テ

ィ

は

権
威
分

散
的
で、

柔
軟
で、

個
人
中
心

的
な

性
格

を
も
っ

て

お

り、

そ

れ
が

グ
ロ

ー
バ

ル

化
や

情
報
化
の

進
む
現

代
社
会
の

住
民
に

好
ま

れ
る

と

考
え

ら
れ
る
」

（

八
六
頁）
。

　

第
H
部
は
、

「

生

き
る

力
の

源

泉
を

求
め

て
」

で、

】

九

九
七

年
か

ら

一

九
九
八

年
に

か

け
て

の

共
同

研
究
「

現

代
日

本
人
の

生

き
方
」

調
査
に

よ

る

イ
ン

タ
ビ
ュ

ー

調
査

に

基
づ

く
。

対

象
者
を

六
つ

の

類
型
に

分
け

て
、

そ
れ

ぞ

れ

に
一

章
を

割
い

て

い

る
。

伝
統
的
教
団
的
な

宗
教
に

か

か

わ
る

宗
教
性
を
示
そ

う
と

し
た

第
二

章
「

教
団
的
宗
教
の

枠
の

中
で
」

と

第
三

章
「

「

宗
教
」

を
超

え
て

」

、

新
霊

性
文
化
に

か

か

わ
る

宗
教
性
を
示

し
た

第
四

章
「

漂

泊
」

と

第
五

章
「

根
を

下
ろ

し
て

生

き
る
」 、

そ

れ

ら

の

枠
組
み

に

は

ま

ら

な
い

よ
う

な
ス

ピ

リ
チ
ュ

ア

リ

テ
ィ

や

宗
教
性
で

あ

る

第
六

章
「

祈
り
・

死

者
・

道
」

と

第
七

章
「

自
己

実
現
・

自
己

解
放
と

超
越
」

で
、

第
八

章
は
、

こ

れ

ら
の

章
の

内
容
を

非
常
に

手

際
よ

く
ま
と

め
て

い

る
。

　

第
11
部
で

は、

本
書
が

主

題
と

す
る

「

新
霊
性
文
化
と

そ
の

周
辺
」

の

さ
ら

に

周
辺
に

関
心
が

向
け
ら

れ
る

。

潜
在
的
な

形
の

ス

ピ

リ

チ
ュ

ア

リ

テ

ィ
、

現
代
日

本
人
の

「

生
き

る

力
の

源
泉
」

意
識
の

広
が
り

を

描
こ

う

と

す
る

。

そ
れ
を
も
っ

と

も
よ

く
表
現
し
て

い

る

の

が
、

第
六

章
の

本
田

さ
ん

の

話
だ
（

ニ
ハ

三

ー

＝
ハ

七
頁）

。

大

学
生
の

と

き

に、

育
て

ら
れ

た
お

じ
の

家
を

出
る

。

経
済
的
に

自
立
す
る

た

め

に

「

リ
ブ
・

イ
ン

・

ラ

ブ
」

と

い

う

名
前
の

ス

ナ

ッ

ク
を

開
き

、

「

愛
に

生
き

る
」

を

実
践
し
よ

う

と

す
る

。

「

と
に

か

く
お

店
に

出
て

く
れ
ば、

み

ん

な
が

来
る
、

ひ

と

り

ぼ
っ

ち

じ
ゃ

な
い

、

仲
間
に

会

え
る
」

。

そ
こ

で

わ
が
も
の

と

し
た
の

は
、

「

そ

う
い

う

強
い

も
の

と

か

権
力
と

か
、

何
か

わ
か

ん
な
い

け
ど

「

上
か

ら

来
る

人
」

？

　
た

と

え

ば

東
大
野
郎
の

父

親
と
か

で

も
、

「

東
大
だ
か

ら
」

と

か

言

う
人
に

は、

絶
対

屈
し

な
い

よ
っ

て

い

う
」

権
威
に

屈
し

な

い

強
い

自
立
で

あ
る

。

長
い

も
の

に

巻
か

れ
な

い

の

だ
か

ら
、

目
先
ぼ
っ

か

り

見
る

の

で

は

な

く
、

「

も
っ

と

遠
く

を

見
て

生
き
て

い

き

た
い
」

と

い

う
生
き

方
に

な

る
。

「

だ

け
ど、

目
の

前
の

障
害
が

邪

魔
で、

遠
く

が

見
え
な

い
」

と

い

う

難
し
さ

が
あ
る

。

そ
う
い

う
彼
女
の

宗
教

的
実
践
は

母
親
に

毎
日

お

参
り

す
る
こ

と

で

あ
る

。

「

母
は、

や

っ

ぱ

り

憎
ん
で

ま

し
た

。

」

が

亡
く
な

っ

た
と

き

に

は、

「

お

葬
式
の

と
き
と

か
、

人
前
で

涙

流

す
こ

と

は
な

か

っ

た
ん

だ

け
ど、

母
の

独

り
暮
ら
し
の
一

軒
家
に

戻
っ

て、

飲
み

か

け
の

お

湯
飲
み

と

座
布
団
を

見
た

と

き
、

私
一

人
で
、

一

生

分
泣
き

ま
し
た
」

。

　

第
m
部
は、

「

グ
ノ

ー

シ

ス

主
義
と

新
霊
性
文
化
」

。

悪
の

実
在
性
を

軽

視
し
て

い

る

よ

う
に

見
え
る

新
霊

性
運

動
・

文

化
で

あ
る
が
、

そ

の

源
泉

の

ひ

と

つ

と

み
な
さ
れ
る

グ

ノ

ー

シ

ス

主

義
で

は、

悪
が

強
調
さ

れ
て

お

り
、

こ

の

両
者
の

関
係
を

問
う
も
の

で

あ
る

。

両
者
は

対
照

的
だ
が

ど
ち

ら

も、

現
代
人

に

と

っ

て

魅
力
的
に

見
え
る

。

そ

の

理

由
を

明

ら
か

に

し
、

に

も
か

か

わ
ら

ず
両
者
が

大
き

く

異
な

る
こ

と

を

示
す
の

が
、

こ

の

第
m
部
の

目
的
で

あ
る

。

　
ま

ず
第
一

章
「

グ
ノ

ー
シ

ス

は

神
秘
思

想
か
」

で

は
、

グ
ノ

ー
シ

ス

主

義
が

エ

ゾ
テ

リ
ス

ム

や

神
秘
主

義
な
ど
か

ら

影

響
を

受
け
た

か

を
考
え
る

の

だ

が
、

そ
の

視
点
を

説
明
す
る

の

に、

日

本
の

十
九
世
紀
初
頭
の

如
来

教
の

救
済
か

ら

始
め

ら

れ
る

。

こ

こ

で

示
さ

れ
る

の

は
、

人

類
文
化
の

歴

史
を

巨
視
的
な
立

場
か

ら

展
望
す
る
と
い

う
視

点
で

あ
る

。

ゲ
ノ

ン

や
ブ

ノ

ワ

の

エ

ゾ
テ
リ
ス

ム

研
究、

フ

ェ

ー
ヴ
ル

の

専
門
的
な

限
定

、

究
極
の

（683＞153
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自
己

変
容
・

自
己

完
成
を

目
指
す
思
想
や

実
践
を
エ

ゾ
テ
リ
ス

ム

と

広
く

理
解
す
る

エ

リ
ア

ー

デ
を

紹
介
し

、

ハ

ン

ナ
・

ヨ

ナ
ス

の

「

反
宇
宙
的
二

元
論
」

に

よ
る
グ
ノ

ー
シ

ス

主

義
理

解
な
ど

か

ら
グ
ノ

ー
シ

ス

主
義
の

特

徴
は、

「

救
済
の

約
束
と

ニ

ヒ

リ
ズ
ム

の

背
中
合
わ
せ

の

共
存
」

と

捉
え

る
。

　
第
二

章
「

グ
ノ

ー

シ

ス

と

現
代
の

物
語
」

で

は
、

近
年、

人
気
の

あ
る

桜
井
亜

美
の

物
語
か

ら
始
ま
る

。

宮
台

真
司
の

い

う

援
交
す
る

少
女
た
ち

が

選
び

取
る

「

「

汚

辱
に

ま

み

れ
つ

つ

世
界
を

拒
絶
す

る
」

と

い

う

実

存

の

形

式
」

は
グ
ノ

ー

シ

ス

主

義
の

思

考
と
　

致
す
る

と

い

う

入
江
良
平
か

ら、

ハ

ン

ナ
・

ヨ

ナ
ス

の

「

異

邦
の

も

の
」

に

結
び
つ

け

る
。

「

異

邦
の

も
の
」

の

感
性
を

持
つ

人
は

西
洋
諸
国
で

も
次

第
に

増
大
し
た

。

日

本
で

も
バ

ブ
ル

崩
壊

後
、

個
人

化
の

急
速
な

浸
透

、

景

気
の

後
退
と

フ

リ
ー

タ

ー
の

増
大
に

よ
る

孤
立
感、

新
し

い

メ

デ
ィ

ア
と
サ

ブ

カ
ル

チ
ャ

ー
の

展

開
な
ど
に

よ
っ

て
、

特
に

若
者
の

聞
に

「

異

邦
な
も

の
」

の

誇
り
と

自
暴

自
棄
が

広
ま
る
よ
う
に

な
っ

た
。

新
霊

性
文
化
が
ニ

ヒ

リ
ズ
ム

を
脱

却
す

る
可

能
性
と

破
壊
的
な
作

用
に

陥
る
可

能
性
の

両
方
を
も
つ

こ

と

に

も

触

れ
ら
れ

て

い

る
。

　
第
三

章
「

新
霊

性
文
化
と

グ
ノ

ー
シ

ス

主
義
」

で

は、

チ
ャ

ネ
ラ

ー
の

元
祖、

ジ
ェ

ー
ン

・

ロ

バ

ー

ツ

を
通
し
て

語
る
セ

ス

の、

悪
の

実
在
性
を

否
定
す
る

考
え

方
が

紹
介
さ

れ
、

グ
ノ

ー

シ

ス

主

義
と

の

違
い

が

強
調
さ

れ
る

。

こ

れ
に

影
響
し
た

要
因
は

、

十
九

世
紀
後
半
に

起
点
を

持
つ

北
ア

メ

リ
カ

の

ニ

ュ

ー

ソ

ー
ト
や
ク

リ
ス

チ
ャ

ン
・

サ

イ
エ

ン

ス

で

あ
り、

セ

ス

の

言
う

「

人

間
は

生
ま
れ

変
わ
り
を

繰
り
返
し
な
が

ら、

次
第
に

霊

的

な
進
化
を

進
め

て

い

く
べ

き

存
在
だ
」

と

い

う
考
え
に

は、

神
智
学
協
会

の

影

響
が

あ
る

。

こ

れ

ら
の

比
較
か

ら

新
霊

性
運

動
に

は
、

「

霊
的
／
物

質
的
と

い

う
二

元
に

よ

る
リ
ア

リ

テ
ィ

の

把
握、

そ
し
て

秘
め

ら

れ
た

知

に

よ

る

真
の

自
己

実
現
と

い

う
考
え

方
が

か

な
り

広
く

見
ら

れ
」

、

悪
の

捉
え
方
は、

グ
ノ

ー

シ

ス

主

義
よ

り
も

楽
観
的
で、

む

し
ろ
ニ

ュ

ー
ソ

ー

ト

に

近

く、

「

根

深
い

実
在
性
を

も
つ

も
の

で

は
な

く、

容
易
に

克
服
で

き

る
は

ず
の

も
の

と

す
る

考
え

方
が

強
い
」

（
二

六

三

頁）

と

ま

と

め

て

い

る
。

　

第
四

章
は

「

グ

ノ

ー

シ

ス

主

義
と

精
神
史
の

現

在
」

。

グ
ノ

ー

シ

ス

主

義
は

コ

ス

モ

ス

の

失
墜
に

深
い

関
わ
り
を

持
つ
一

方
で
、

ユ

ン

グ

の

よ

う

に
、

ま
た

新
霊
性
文

化
に

広
く
み

ら
れ
る

よ

う
に、

明
る
い

展
望
を
持
て

ば
、

本

来
の

自
己

を

認
識
す

る
こ

と

で
、

コ

ス

モ

ス

の

回

復
に

つ

な

が

る
。

　

中
世
の

救
済
宗
教
か

ら
近

代
に

入
っ

て、

近
代
合
理

主
義
や

新
宗
教、

エ

ゾ

テ
リ
ス

ム

が
、

そ

し
て
一

九
七
〇

年
代
以
降、

新
霊

性
運
動
・

文

化

が

加
わ
っ

た

新
た
な

救
済
観
で

は
、

自
己

実
現
や

自
己

の

癒
し
に

関
心
は

集
中
し
、

コ

ス

モ

ス

の

回
復
は

自
己
の

回
復
と

な
る

。

現

代
に

お

い

て
、

コ

ス

モ

ス

の

失
墜
や
悪

の

認

知
な
ど

の

グ
ノ

ー
シ

ス

主

義
の

要
因
が

受

け

入

れ
ら
れ
て

い

る
と
す

れ
ば、

こ

れ
が

さ

ら
に

拡
張
さ

れ
て

自
己
の

苦
し

み

の

み
な
ら

ず
、

世
界
の

苦
し
み

や
他

者
の

痛
み

に

開
か

れ
て

い

け
ば、

新
し

い

精
神
的
価
値
が

生
じ
る

か

も
し
れ

な
い

と

展
望
を
述
べ

て

い

る
。

　

終
章

「

社
会
の

個
人
化
と

個
人
の

宗

教
化
　
　
ポ
ス

ト
モ

ダ
ン

（
第
二

の

近
代）

に

お

け
る

再
聖
化
」

で

は
、

第
−

部

第
三

章
の

ア

イ

デ
ン

テ
ィ

テ

ィ

論
に

重
な

る

部
分
が

多
い

、

社
会
学
的
な
社
会

変
動
論
の

観
点
か

ら

新
霊
性
運

動
を

見
て

い

く
章
で

あ
る

。

　

島
薗
も
バ

ウ

マ

ン

や
ベ

ッ

ク

の

よ

う
に、

社
会
は
全

般
的
に

個
人
化
し

て

い

る

と

見
る

。

個
人

化
に

よ
っ

て
、

社
会
統
合
的
な

宗
教
は

衰
退
し
、

154（684）
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書評 と紹介

宗
教
は

個
人

化
す
る

。

け
れ
ど
も、

そ

の

結

果
は

、

個

人
の

宗
教

化
を

も

た
ら

し
、

社
会
は

再
び

聖
化
に

向
か

い
、

公

共
宗
教
が

復
興
す
る

と

考
え

る
。

世
俗
化

論
で

は、

宗
教
は

個
人
化
し、

そ

の

結
果、

宗
教
は

共
同
性

を

失
っ

て

世
俗
化
す
る

と

考
え
ら
れ

て

き
た

。

島
薗
の

考
え
の

ポ
イ

ン

ト

は
、

宗
教
の

個
入
化
が

個
人
の

宗
教
化
に

結
び
つ

く
と

い

う
と

こ

ろ

で

あ

る
。

　
宗
教
も、

そ

の

後
宗

教
に

代
わ
っ

て

人
々

に

共
同
の

価
値
を

提
供
し

て

き
た

近
代
的

科
学
や

合
理
主
義
も、

現
代
で

は
、

厳
し
い

状
況
に

置
か

れ

た

人
々

の、

実
存
的
な

危
機
を、

心
の

奥
深
い

と

こ

ろ
を

、

支
え
ら
れ

な

い
。

宗
教
と

か
、

差
別
か

ら
の

解
放
と

い

う

価
値
や
人

権
の

理

念
な
ど

に

よ

り
ど

こ

ろ

を

求
め

な

け

れ
ば

、

個
人

個
人
が
、

問
題
や

危
機
に

応

じ

て
、

超
越
的

な

も
の

、

ス

ピ

リ

チ
ュ

ア

ル

な

も

の

を

求
め

ざ
る

を

得
な

い
。

も

ち
ろ

ん
、

そ
れ
ま

で

は
個
々

人
の

自
由
を

束
縛
す
る

も
の

と

し

て

宗
教
を

避
け
て

い

た
人
で

も
、

厳
し

い

状
況
に

陥
れ
ば
個
人
と
し
て

宗
教

を

選
び

取
る

人
々

も
い

る

だ

ろ
う

。

い

ず
れ
の

場
合
で

も

個
人
が

宗
教
性

や
ス

ピ

リ
チ
ュ

ア

リ
テ

ィ

を

選
択
す
る

と

い

う

個
人
の

宗
教
化
・

再
聖

化

が

見
ら

れ
る

の

で

あ
る

。

　
日
本
で

の
一

九
八
〇

年
代
以

降
の

ネ

オ
・

ナ
シ
ョ

ナ
リ
ズ
ム

の

興
隆

、

環
境
問
題
や

脳
死
・

臓
器
移
植
な
ど
の

生

命
倫
理

問
題、

平
和
運

動
、

N

GO

に

よ
る

弱
者
支
援

運
動
に

見
ら
れ

る
よ
う
に

、

現

代
の

公
共
空

間
に

宗
教
的
な
要

素
が

浸
透
し
て

い

る

例
は

多
く、

社
会
の

再
聖

化
は

確
か

に

進
行
し
て

い

る
。

三

　
コ

メ

ン

ト

長
い

紹

介
に

な
っ

た

が
、

そ

れ
だ

け

本
書
は

密
度
が

濃
い

内
容
で

あ

る
。

第
−

部
の

ア

イ

デ
ン

テ

ィ

テ
ィ

論
、

第
H
部
第
六
章
の

新
霊

性
文
化

の

周

辺
の

記
述、

第
三

部
の

グ
ノ

ー
シ

ス

主

義
を

か

な
り

意
外
な
も
の

と

組
み

合
わ

せ

て
、

比

較、

論
述

し
、

新
霊

性
文
化
を

浮

き

彫
り
に

す
る

点、

終
章
の

宗

教
の

個
人

化
が

個
人
の

宗
教

化
に

結
び
つ

き
、

社
会
は

再

聖
化
さ

れ

る
と

論
述
す
る

点
な

ど
が
と

く
に

お

も
し

ろ
い

所
で

あ
ろ

う
。

ど
の

部
分
も

読
む

に

値
す
る

が
、

あ
え

て

挙
げ
る

と

す
れ

ば、

第
−

部
を

ま

ず
読
む
べ

き

で

あ

ろ

う
。

こ

こ

に

主
要
な

論

点
は

ほ

ぼ

示
さ

れ
て

い

る
。

ま

た
、

ア

イ

デ
ン

テ
ィ

テ
ィ

の

変
容
が、

社
会
変

動
に

よ

る

人
々

の

世
界

観
の

変
動
と

結
び
つ

け
て

論
じ
ら
れ

て

い

る

点
が、

評
者
の

よ

う
に

社
会

学
を

学
ん
だ

も
の

か

ら

す
れ
ば、

多
く
の

人
に

読
ん
で

も
ら
い

た

い

と

こ

ろ

で

あ
る

。

　
た
だ

、

こ

の

よ

う
な

社
会
変
動
と

結
び
つ

く
よ

う
な
ス

ピ

リ
チ
ュ

ア

リ

テ
ィ

は、

新
霊

性
文
化
の

周
辺
に

し
か

な

い

の

で

は

な
い

か

と

い

う

疑
問

が

な
い

わ

け
で

は

な

い
。

本
書
は

随
所
に

さ
ま
ざ
ま

な
ス

ピ

リ
チ
ュ

ア

リ

テ
ィ

が
、

そ
の

周
辺
も
含
め

て

丁

寧
に

描
か

れ
て

い

る
。

と

く
に

印
象
的

な
も
の

は
、

第
−

部
ウ
ー
マ

ン
・

リ
ブ
の

田

中
美
津、

第
11
部
第
六

章
の

「

リ
ブ
・

イ
ン

・

ラ

ブ
」

の

本
田
さ
ん
の

ほ

か
、

本
田
さ
ん

に

続
く、

フ

ィ

リ
ピ

ン

か

ら
日

本
の

農
村
に

嫁
い

だ

今
井
ナ
ン

シ

ー
さ
ん

の

話
（
一

六

八
ー
一

七

〇
頁）
、

第
−

部
で

触
れ

ら
れ

る

大
阪

釜
ヶ

崎
で

宣
教
に

あ
た

っ

た
カ

ト

リ
ッ

ク

の

本
田

哲
郎
神
父
の

話
（
七
六

1
七
八

頁
）

な
ど
で

あ

る
。

こ

の

よ

う
な

具
体
的
な

記
述
を

積
み

重
ね
る

こ

と

が

ス

ピ

リ
チ
ュ

ア

リ

テ

ィ

の

重
層
性
を

際
だ

た
せ

る

も
の

で

あ
り、

こ

れ
ら
の

記
述
を

第
−

部
や

終
章
と

結
び
つ

け
る
こ

と
で

、

ス

ピ

リ
チ
ュ

ア

リ
テ
ィ

、

あ
る
い

は

そ

の

周
辺
が

個
人
の

生

き

方、

実
存
に

関
わ
る

深
い

も
の

で

あ

る
こ

と

が
、

十
分
に

読
み

と

れ
る

。

し
か

し

こ

れ
ら

は
、

一

般
的
に

思

わ
れ
て

い
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る
ス

ピ
リ

チ
ュ

ア

リ

テ
ィ

よ

り
は

周
辺

部
分
で

あ
り

、

ス

ピ
リ

チ
ュ

ア

リ

テ
ィ

や

新
霊

性
文
化
の

中
心

的
事
例
に

お

い

て

重

層
性
や

深
み

が

読
み

と

れ
な
い

。

た
と
え
ば

、

新
し
い

ス

ピ

リ
チ
ュ

ア

リ
テ

ィ
、

新
霊

性
文
化
に

関
わ
る

宗
教

性
を

描
こ

う
と

す
る

第
H
部
第
四

章
、

第
五

章
で

そ

の

よ
う

な
も
の

が

あ
ま
り

感
じ

ら
れ

な
い

気
が
す

る
の

で

あ
る

。

確
か

に
、

島
薗

に

よ

る

要
約
や

解
説
の

文
章
は
、

そ

れ

を

う
ま

く
補
っ

て

い

る

と

評
価
す

る

こ

と

も

で

き

よ

う
。

だ
が

、

イ
ン

タ

ビ

ュ

ー

の

引
用

文
か

ら

は

直
接
感

じ
ら
れ

る

部
分
が

少
な
い

。

こ

れ
は、

イ

ン

タ

ビ

ュ

ー
イ

ー

の

問
題
な
の

か、

イ

ン

タ
ビ

ュ

ー
ア
ー

の

問
題
な
の

か
、

二

時
間
か

ら
四

時
間
の

イ
ン

タ
ビ

ュ

ー
を
四

−
六

千

字
に

要
約
し
た
も

の

に

基
づ

く

記
述
だ
か

ら
な
の

か
。

お

そ

ら

く、

当
初
の

目
的
の

『

現
代
人
の

生
の

ゆ
く
え

』

は

目
的
に

添
っ

て

う
ま
く

描
け
た
が
、

同
じ
よ
う
で

は
あ
る

が
、

構
成
の

違
う
ス

ピ

リ
チ
ュ

ア

リ
テ

ィ

の

本
書
の

中
に

お

く
と
、

そ
の

や

り

方
が

う
ま
く
全

体

の

中
で

機
能
し

な

い

の

で

は

な
い

か
。

つ

ま

り、

　一

つ

の

イ
ン

タ
ビ

ュ

ー

を
二

次
的
に

利
用
し

た

本
書
と
］

次
的
な

『

現
代
人
の

生
の

ゆ
く
え

』

を

読
み

比
べ

て

イ
ン

タ
ビ

ュ

ー
の

効

果
の

違
い

を

考
察
す
る

の

も、

こ

こ

で

は

詳
述
で

き
な

い

が
、

社
会
調
査

法
と

し

て

は

検
討
に

値
す
る

お

も
し
ろ

い

テ

ー
マ

で

あ
る

。

　

本
書
に

欠

点
が
な

い

わ

け
で

は
な
い

。

し
か

し
、

そ
れ

ら

は

こ

と

ご
と

く

本
書
の

中
で

指
摘
さ
れ

て

い

る
。

第
H
部
で

の

「

こ

れ

ら
の

人
た
ち

が

現
代
日

本
人
の

ス

ピ

リ
チ
ュ

ア
リ
テ

ィ

の

あ
る

種
の

典
型
で

あ
る
な
ど
と

い

う
こ

と

は

と

て

も
で

き

な
い

。

」

「

あ
る

種
の

パ

タ
ー
ン

に

押
し
込
ん

だ

に

す
ぎ
な
い

。

こ

う
し
た

パ

タ
ー
ン

に

あ
て

は

ま

ら

な
い

人
た

ち
の

事
例

を

参
考
に

し
な

が

ら、

も

っ

と

豊
か

な

考
察
が

展
開
で

き

る

日
の

来
る

こ

と

を
願
っ

て

い

る
」

（
一

九
九

頁）

と
か
、

第
m
部
の

「

こ

の

よ

う

な

巨

視
的
な
立

場
か

ら
の

宗
教
思

想
の

比
較
は、

個
々

の

思

想
を
そ

の

特
定
の

文
脈
の

中
で

精
緻
に

位
置
づ

け
よ

う
と

す
る

試
み

に

対
置
す
る

と
、

ま

こ

と

に

危
う
い

も
の

と

見
え
る

こ

と

だ

ろ

う
」

（
二

＝
二

頁
）

。

ま

た
、

あ
と

が
き

に

あ
る

よ

う
に
、

「

新
霊

性
文

化
が

全
体
と

し

て

ど
の

よ

う
な

社
会

的
機
能
を

も
つ

の

か
」

は
、

「

終
章
で

は
お

お

よ

そ

の

見
通
し

を
示
し

て

は

い

る
が、

正

面
か

ら
は

論
じ

て

い

な
い
」

。

さ

ら

に

「

新
霊

性
文

化
に

つ

い

て

欧
米
で、

あ
る

い

は

日
本
で

な
さ

れ
て

き

た

宗
教

社
会
学
的
な

研

究
に

も
あ

ま
り
ふ

れ
て

い

な
い
」

（一一
＝

一

頁）

と

い

っ

た

点
が

挙
げ
ら

れ

る
。

　

し
か

し

な

が

ら

本
書
全

体
と

し

て

は、

社
会
変
動
論
的
な
マ

ク
ロ

な

観

点
、

イ
ン

タ
ビ
ュ

ー

に

よ
る

ミ

ク

ロ

な

観
点、

時
空
を

超
え
た

巨
視
的
な

比
較
と

い

う
切
り
口

で
、

他
の

研
究
者
で

は

示
せ

な
い

さ
ま

ざ
ま

な

側
面

が

示
さ

れ

た

島
薗
独
自
の

新
霊

性
文

化
に

つ

い

て

の

研
究、

あ
る

い

は

現

時
点
で

の

集
大

成
と

い

え
る

だ
ろ

う
。

ス

ピ

リ
チ
ュ

ア
リ

テ
ィ

研
究
者
は

も
ち
ろ

ん

の

こ

と
、

と

く
に

宗
教
社
会
学
を

学
ぶ

も
の

に

と

っ

て

は

必
読

の

書
で

あ
り、

私
た

ち

は

本
書
か

ら

宗
教
を
テ

ー

マ

に

い

か

に

社
会

学
す

る

か

を

学
び
、

宗
教
社
会

学
を

豊
饒
に

し

て

い

か

な

け
れ
ば
な

ら

な
い

。
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