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書評 と紹介

代
宗
教
を

も
問
う
も
の

と

な
っ

て

い

る
。

ま

た
、

他
の

聖

霊
運

動
と

の

接

点
に

つ

い

て

も
急
ぎ
足
で

は
あ
る

が

言
及
し

て

い

る
。

し

た
が
っ

て
、

近

代
キ
リ
ス

ト

教
運
動

史
や

日
本

宗
教
史
な
ど
の
、

本
書
が

直
接
に

関
わ
る

諸
分
野
に

て

広
く
吟

味
さ

れ
る
こ

と

を
評

者
は

望
む
も
の

で

あ
る

。

　
ま

た、

い

わ
ゆ
る

新
宗
教
研

究
の

分
野
に

お

い

て

も

資
す
る
こ

と

大
と

思
わ

れ
る

。

内
閉
的
な

性
格
を

も

っ

た
一

教
団
を

研
究
対
象
と

し

な

が

ら
、

教

団
を
ひ

と
つ

の

実
体
と
み

て

そ
の

内
部
の

研
究
で

こ

と
た

れ

り
と

す
る

の

で

は
な

く、

そ

れ
が

置
か

れ
て

い

る

都
市
階
層
や

キ
リ
ス

ト

教
世

界
の

文

脈
と

の

往
還
を

重
ね
る

こ

と

で、

他
の

研

究
領
域
と
の

対
話
が

可

能
に

な
る

と

示
し
て

く
れ

た
の

で

あ
る
か

ら
。

注

（
1

）

　
米
田

勇
『

中
田

重
治
伝』

大

空

社、

一

九
九
六

年
（
昭
和
三

四

年、

中
田
重
治

伝
刊
行
会
刊
の

リ

プ

リ
ン

ト）
。

（
2

）

　
た
と

え
ば

池
上
「

現

代
ア
メ

リ
カ

の

キ
リ
ス

ト

教
神
癒

論
」

荒
屋

重
彦
編
『

癒

し
と

和
解
』

ハ

ー

ベ

ス

ト

社、

一

九

九
五

年
や、

「

現
代

　
ア
メ

リ
カ

に

お

け
る

悪
霊

祓
い

1
牢
Φ

匹

U8

冨
の

8
に

ょ

る
カ

ウ

　
ン

セ

リ
ン

グ
事
例
か

ら
」

荒

木
美
智
雄
研
究
代
表

『

米
国
と
メ

キ
シ

コ

　
に

お

け

る
現

代
民
衆
宗
教
の

世
界
観
と

救
済
観
に

関
す
る

比

較
宗
教

学

　
的

研
究
』

平

成
五

年
度
科
学
研
究
費

補
助
金
研
究
成
果
報
告
書

、

一

九

九
七

年
な
ど

。

芳
賀
学
・

菊
池

裕
生

著

『

仏
の

ま

な

ぎ
し

、

読
み

か

え

ら
れ

る

自
己

　

　

i
回
心
の

ミ

ク
ロ

社
会
学

　
　
』

ハ

ー

ペ

ス

ト

社
　
二

〇

〇
六

年
］

二

月
二

五

日
刊

A5

判

　
皿

＋

三

五
二

頁

　
三

四
〇
〇

円
＋

税

櫻

井

義

秀

　

本
書
は
真

如
苑
青
年
信
者
が

ど
の

よ

う
に

し

て

信
仰
を

獲
得
し
て

い

く

の

か

を
、

弁
論
大
会
に

お

け
る

フ

ィ

ー
ル

ド
ワ

ー
ク
を

通
し

て

詳
細
に

記

述
し

、

宗
教

的
回
心
研

究
に

新
た
な

方
法
論
を

提
示
し
た

意
欲
的
研
究
で

あ
る

。

　

真
如
苑
は
一

九
三

六

年
に

立
川

不
動
尊
教

会
と

し
て

立

教
し、

一

九
五

三

年
よ

り
宗

教
法
人

真
如
苑
と
な
る

。

大

般
浬
槃
経
を

経
典
と

す
る
信

者

数
約
八

〇
万

人
の

在
家
仏
教
教
団
で

あ
る
。

真

如
苑
開
祖
の

伊

藤
真
乗

（
］

九
〇
六

−
一

九
八

九）

生

誕
一

〇
〇

年
を
記

念
し
て

、

全

国
の

主

要

都
市
に

お
い

て

伊
藤
真

乗
が

制
作
し

た

書
画
や

仏
像
彫
刻
の

回

顧
展
が

開

催
さ

れ
て

い

る

が
、

指
導
者
の

人

間
的
魅
力
や
教
団
の

開
放
的
な

広
報
姿

勢
と

い

う
こ

と

も
あ
っ

て

か
、

宗
教
研
究
者
を
惹
き
つ

け
て

い

る

教
団
の

】

つ

で

あ
る

。

宗
教
社
会
学
に

よ

る
新
宗
教
研
究
と
し
て

は、

近
年
に

な

い

濃
密
な
研

究
書
が

真
如
苑
を

対
象
と

し
て

い

た

と
い

う
の

も

偶
然
で

は

な
い

よ

う
に

思

わ

れ
る

。

本
書
と
、

二

〇

〇
四

年
に

刊
行
さ

れ
た

秋
庭

裕
・

川
端
亮

著

『

霊
能
の

リ
ア

リ

テ

ィ

へ

　

　
社
会

学
、

真

如
苑

に

入

る
』

（
新
曜
社
）

が

そ

の

二

冊
で

あ
る

。

な
お

、

同
書
に

つ

い

て

は、

書
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評

的
論
文
を

公
表
し
て

い

る

の

で

併
せ

て

参
照
し
て

い

た
だ

け
れ
ば
幸
い

で

あ
る
。

　

評
者
自
身
は

新
宗
教

運
動
を
研

究
し

て

い

る

も

の

の、

真
如
苑
を

調
査

し
た

経
験
は
な
い
。

本

書
評
を
準

備
す
る
に

あ
た
っ

て

真
如
苑
広
報
部
か

ら

弁
論
大
会
の

ビ

デ
オ
を

拝
借
し、

視
聴
し
た

程
度
で

あ
る

。

し
た

が
っ

て、

真
如
苑
の

実
情
を

踏
ま

え
て

本
書
を
適
切
に

紹
介
し

、

評
価
で

き

る

か

ど

う
か

心

許
な

い

が、

宗
教
社
会
学
の
一

研
究
者
と
し

て

読
み

こ

め

た

内
容
を

簡
単
に

ま

と
め
て

み

よ
う
と

思
う

。

　
一

　

本
書
の

構
成

　

本
書
は
全

二

章
か

ら

な

る
比

較
的
大

部
の

研
究
書
で

あ
る

。

本
書
の

特
徴
を

研
究
目
的
と
方

法
論
で

簡
単
に

説
明
し

、

各
章
の

概
要
を

駆
け

足

で

紹
介
し
て

い

き

た
い

。

　

冒
頭
か

ら

「

真
如

苑
教

団
用

語
集
」

が

あ
ら

わ

れ、

次
い

で、

「

は

じ

め
に
」

に

お

い

て
、

真

如
苑
の

概
要
が

語
ら
れ

る
。

こ

れ

は

真
如
苑
を
知

ら

な
い

読
者
へ

の

配
慮
な

の

で

あ
る

が
、

専
門
用
語
は

本
文
中
で

解
説
し

て

く
れ
る

方
が

親
切
で

あ
る。

教

団
研
究
で

あ
れ

ば
章
を

も
う
け
て

真
如

苑
の

教
義

、

教
団
形

成
史

、

教
団

組
織、

儀
礼

、

教
団

活
動
や

信
仰
の

特

徴
を
新
宗
教
研
究
や
宗

教
社
会

学
の

視
点
か

ら

解
説
さ
れ

て

し
か

る

べ

き

で

あ
る

。

し
か

し
、

著

者
達
は
教

団
研
究
の

定
番
の

や

り
方
を
あ
え

て

と

ら

ず
に

信
仰
を

語
る

と

い

う

弁
論

大
会
に

の

み

焦
点
を

絞
っ

た
。

こ

の

ね

ら
い

を

詳
し

く
説
明
し
た

い
。

　

第
一

章
「

問
わ
れ
る

べ

き

も
の
」

で

示
さ
れ

た

よ
う
に

、

本
書
の

目
的

は

真
如
苑
が
ど

の

よ
う
な

教
団
で

あ
る

か

を

明
ら

か
に

す
る

と

い

っ

た

こ

と
に

は
な
く

、

宗
教
的

回
心
を

操
作
的
に

考
え

る

ミ
ク
ロ

的
社
会
理

論
の

実
証
に

徹
す
る
こ

と

に

あ
る

。

真
如

苑
の

弁
論
大
会
が

考

察
対
象
と
し

て

選
ば
れ

た

の

は、

新
宗
教

運
動
の

研

究
史
上
に

お

い

て

特
別
な

意
義
を

認

め
た
か

ら
と

い

う
よ

り
も

著
者
達
が

調
査
上
の

縁
を

持
っ

た

こ

と
が

契
機

で

あ
っ

た
。

も
ち

ろ

ん、

弁
論
そ
れ

自
体
に

宗
教
的
リ
ア

リ

テ
ィ

を

研
究

者
と

し
て

感
じ、

「

人
の

心

を

揺
り

動
か

す
力
」

の

由

来
を

見
極
め

た
い

と

い

う
動
機
付
け

が

あ
っ

た

こ

と
は

著
者
達
も

認
め

て

い

る

と

こ

ろ
で

あ

る
。

　
従

来
の

新
宗
教
研
究
で

も

信
者
が

語
り
記
し
た

体
験

談
か

ら

信
仰
が

描

か
れ
て

き

た
が
、

語
り
は

信
仰
の

完
成
版
と
し
て

、

或
い

は

信
仰
の

中
身

を
表

現
す
る
も
の

と

し
て

捉
え

ら
れ
て

き

た
。

本
書
で

は、

信
仰
的
物
語

を
語
る

当
人
と
そ

れ

を

聴
い

た

り

読
ん

だ

り
す
る

も

の

と
の

間
に

生

ま
れ

た
了

解
事
項
を

信
仰
と

考
え

て

い

る
。

自
己

満
足
な

信
仰
は

信

仰
で

は

な

い
。

信
者
集
団
に

お

い

て

認
め

ら
れ
る

も
の

で

あ
っ

て、

初
め

て

語
り
記

す
こ

と

が

で

き
る

も

の

と
な

る
。

し
た

が

っ

て
、

回
心
に

関
し

て

も
、

当

人
の

心
理

状
態
や

認
知

枠
組
み

の

転
換
そ
れ

自
体
を

扱
う
よ

り
は、

そ
の

よ
う
な

心
境
の

変
化
を

表
す
言
葉
や

態
度
を

信
仰
者
が
ど
の

よ

う
に

し
て

獲

得
し

て

い

く
の

か

が、

回
心
と
し
て

考
察
の

対
象
に

な
る

。

　
新

宗
教
で

は

自
ら

進
ん
で

門
を
叩

く
人
は

少
な

く、

大
半
の

信
者
が

友

人
・

知
人
に

布
教
さ

れ
た

り
、

家
族
に

勧
め
ら

れ
た

り
す
る

こ

と
で

教
団

の

活

動
に

関
わ

り
を

持
つ

こ

と

に

な

る
。

し
か

し
、

入

信
し

た
も
の

が

自

ら
の

人
生

を

信
仰
的
に

捉
え

直
す

地
点
に

至

る

に

は

な
お

時
間
を

要
す

る
。

回
心
は
突

然
に
、

或
い

は

漸
次

的
に

生
じ
る

も

の

で

あ
る

が
、

全
く

脈
絡
の

な

い

回
心

体
験
は
な
い

。

一

定
の

方

向
で

心
的
態
度
の

変
化
を
促

す
教

化
が

教
団
に

よ

り

様
々

に

行
わ

れ
、

信
者
は

人
生
上
の

出
来
事
を
宗

教
的

語
彙
や
理

解
の

枠
で

考
察
す
る
よ

う
に

な
る

の

で

あ
る

。

し
か

し

な

164（694）
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書評 と紹介

が
ら

、

理

屈
で

は

入

信
−

回
心

−
不
信
−

脱
会
と

い

っ

た
プ
ロ

セ

ス

を

論

じ
る

こ

と

が
で

き
て

も、

一

人
の

信
仰
者
を

長
期
に

わ
た

り
調
査
す
る

よ

う
な
こ

と

で

も

し
な
い

限
り、

回
心

過
程
を

観
察
す
る

こ

と

も

確
認
す
る

こ

と

も
で

き
な
い

。

ほ
と
ん

ど

の

調
査
で

は、

一

時
点
で

回
顧
的
に

信
仰

確
立
の

物
語
を

語
っ

て

も
ら

う
し
か

な

い

の

で、

物
語
の

書
き

直
し
が

ど

の

時
点
で

ど
の

よ
う
な

人
々

と

の

関
わ
り
に

お

い

て

具
体
的
に

生
じ
た

の

か

を

明
ら
か

に

す
る
こ

と

は

な
お

さ

ら
難
し
い

。

こ

の

よ

う
な

難
点
が

弁

論
大
会
へ

の

着
眼
に

よ
っ

て
一

定
程
度
解
消
さ

れ
た

。

　

真
如
苑
の

弁
論
大

会
は
一

九
六
四

年
よ

り

毎
年
開
催
さ

れ
て

い

る

が
、

弁
論
は

青
年
部
主

体
に

弁
士

推
薦、

弁
士
の

所
属
す
る

部
会
に

よ

る

弁
論

原
稿
の

確

定
と

い

う

段
階
を
経
る

。

予
選

会
と

ブ
ロ

ッ

ク

大
会
を

勝
ち

抜

い

た

も
の

が

本
大
会
へ

進
む

。

弁
士

は
信

仰
獲
得
の

自
己

物
語
を

聴
衆
に

説
得
的
に

語
ら

な
け
れ

ば

な
ら
な
い

が
、

先
輩
・

同

輩
の

信
者
か

ら

ア
ド

バ

イ
ス

や

批
判
を

受
け
る

こ

と

で

物
語
の

書
き

直
し
を

何
度
も

行
う
こ

と

に

な
る

。

弁
士

の

気
づ
き

の

バ

リ
エ

ー
シ

ョ

ン

を
豊
か

に

す
る

信
者
集
団

の

相
互
作
用
を
短

期
閲
に

集
中
的
に

観
察
で

き

る

場
が

弁
論
大

会
で

あ

り
、

著
者
達
は
一

九

九
三

年
以

降
継
続
的
に

参
与
観
察
を

重
ね
た

の

で

あ

る
。

　

さ
て

、

本
書
の

問
題
設
定
に

つ

い

て

説
明
し

て

き
た

が
、

弁
論
大
会
の

具

体
的
な

記
述
を

要
約
す
る
の

は

大
変
な

作
業
に

な
る

。

モ

ノ

グ
ラ

フ

は

モ

ノ

グ
ラ

フ

と

し
て

読
ん

で

も
ら

う
し
か

な
い

だ
ろ

う
。

随

所
に

フ

ィ

ー

ル

ド
ワ

ー
ク

の

臨
場
感
が

あ
ふ

れ
、

社
会
理

論
に

関
す
る

知

見
が

ち
り
ば

め
ら
れ
て

い

る
。

　

第
二

章
「

実
録
一

九
九
五

年
X
部
会
の

弁
論
大
会
」

で

は、

弁
論
大
会

の

進
め

方
が

詳
し
く

紹
介
さ
れ、

第
三

章

「

さ

ま
ざ
ま

な

弁
士、

さ

ま
ざ

ま

な

弁
論
大
会
」

は
、

五

名
の

弁
論

内
容
か

ら

信
仰
を

得
る

に

至
っ

た

経

緯
と

差
異
が

描
か

れ
る

。

第
四
章
「

亀
山
誠
さ

ん

の

弁
論
−
自
己
を

語
る

物
語
と

し
て
」

と

第
五

章
「

『

私
」

が

変

わ
る

時
ー
コ

ン

テ
ク

ス

ト

の

分

析
」

、

第
六

章
「

こ

と

ば
が

生
き
ら

れ
る

と
き

」

で

は
、

一

人
の

弁
士

の

弁
論
が

自
己

の

「

高
慢
」

さ
に

気
づ
か

さ

れ
て

い

く
過
程
を

部
会
内
の

コ

ミ

ュ

ニ

ケ

ー
シ
ョ

ン

と
し
て

詳
細
に

分
析
す
る

。

計
一

四

回
に

及
ぶ

部
会

で

参
与
観
察
を

行
い
、

部
会
参
加

者
の

発
言
を

指
導
・

体
験
・

質
問
・

評

価
と
い

う
項
目
か

ら
内
容
分
析
を

行
い

、

共

感
と

厳
し
い

指
導
の

実
際
や

弁
士
の

認
識
の

変
化
が

丁
寧
に

描
き

こ

ま

れ
て

い

る
。

特
に

、

＝

咼
慢
」

と
い

う
真
如
苑
独
特
の

信
仰
的

言
葉
に

よ
り、

他
者
と
の

関
係
を

反
省
的

に

捉
え

直
し、

自
己
の

マ

イ

ナ
ス

面
を

克
服

す
る
た
め
に

「

帰
依
」

す
る

心

境
に

至
る
と

い

う
真
如
苑
の

信
仰
世
界
を

具
体
的
に

描
き

出
し
て

い

る

点
が

興
味
深
い

。

　
こ

こ

ま
で

が

菊
池
裕
生
の

執

筆
で

あ
り、

自
己

物
語
と

し

て

の

回
心

論

が
い

か

ん
な

く

発
揮
さ
れ

る
。

こ

れ
か

ら
は

芳
賀
学
が

、

弁
論
大
会
の

舞

台
裏
を

教
化

委
員
の

役
割
と

弁
論
大
会
の

時
代
的
特
徴
か

ら

俯
瞰
す
る

。

一

個
人
の

弁

論
が
、

教

団
組
織
に

お

い

て

緩
や

か

に

方
向
付
け
ら
れ

、

同

時
代
の

青
年
意
識
を
も

反

映
し

た

も
の

で

あ
る
こ

と

が

明
ら
か

に

さ

れ

る
。

　
第
七
章
「

教
化
委

員
に

と

っ

て

の

弁
論
大
会
一

九

九
五

−
真
田

さ
ん
・

丸
井
さ

ん

の

場

合
」 、

第
八

章
「

教

化
委

員
は

何
に

気
づ

く
の

か

ー
そ

の

契
機
と

内
容
の

多
様
性
」 、

及
び

第
九

章
「

反

転
的
な

気
づ

き
を

生
み

出

す
メ

カ

ニ

ズ
ム
」

に

お

い

て
、

教
化
に

あ
た

る
も
の

に

も

弁
士
と

の

相
互

作
用
で

自
身
の

「

心

癖
」

や

「

高
慢
」

に

気
づ

か

さ
れ
る

過
程
が

あ
る

こ

と
と

、

弁
論
と

い

う

信
仰
表
現
を

生
み

出
す

信
仰
実
践
共
同
体
の

幾
重
に
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も

張
り
巡

ら
さ

れ
た

信
仰
を

深
め

る

フ

ィ

ー
ド
バ

ッ

ク

過
程
が

描
か

れ

る
。

　

第
十
章
「

弁

論
大
会
の

現
代
性
−

一

九
九
〇

年
代
後
半
の

状
況
を

中
心

に
」

で

は
、

信

者
が
日

常
行
う
体
験
談
（

プ
ル

ー
フ

と

呼
ぶ
）

が

「

不
幸

の

原

因
探
し

」

で

あ
る

の

に

対
し

て
、

弁
論
は

「

自
分
探
し
」

の

要
素
が

強
い

こ

と

が

指
摘
さ

れ

る
。

芳
賀
は、

戦
後
急

成
長
し

た

新
宗
教
が
一

九

八
〇

年
代
以

降
停
滞
気
味
で

あ
る

の

に

比
べ

て

真
如
苑
が

教
勢
を

拡
大
さ

せ

て

い

る

要
因
に

、

真
如
苑
の

教
え
の

フ

レ

キ
シ

ブ
ル

な

解
釈
と

ソ
フ

ト

な

勧

誘
方
法
に、

時
代
が

合
っ

て

き
た

の

で

は
な
い

か

と
い

う
考
え
を

加

え
て

い

る
。

　

第
十
一

章
「

弁
論
大
会
の

過

去
と

未
来
」

は、

真
如
苑
の

制
度
変
革
と

弁
論
ス

タ
イ
ル

の

変
化
を

対
応
さ

せ

て

論
じ

て

い

る
。

社
会

問
題
を

論
じ

る

弁
論
が

影
を

潜
め

、

自
己
の

確
立
が

青
年
の

主

要
な

課

題
に

変
わ
り、

そ
れ

を
切
々

と

訴
え

る

弁
士
の

熱
さ
に
一

般
信
者
が
つ

い

て

い

け
な
い

ほ

ど

ク

ー
ル

ダ
ウ
ン

し

て

い

る

と

い

う
。

そ

う
し
た

青
年
層
の

意
識
に

合
わ

せ

て、

弁
論
内
容
を

壮
年
部
の

経
験

者
が

指
導
す
る

や

り

方
か

ら

同

世
代

に

頭
を
つ

き

あ
わ

せ

て

共
に

考
え

悩
ま

せ

る

や
り

方
に

変
え、

現
在
は

弁

士

希
望
者
の

減

少
に

対
応
す
る

べ

く、

十
数
回
に

及
ぶ

部
会
会
合
の

負
担

軽
減
を
は

か

り、

指
導
よ
り
も

弁
士
の

自
主

性
を

尊
重

す
る

よ

う
に

な
っ

た

と

も
い

う
。

弁
論
大
会
の

未
来
は

、

真
如
苑
だ
け
で

は
な
く
日

本
青
年

の

自
己

物
語
の

あ
り
よ

う
を

見
す

え
て

い

か

ね

ば
な
る

ま
い

と

い

う
の

が

お

お

よ

そ

の

結
語
で

あ
ろ

う
。

二

　
宗
教
社
会
学
に

お

け
る

学
術
的
貢
献

社
会
学
で

は

構
築
主

義
的
発
想
や

研
究
手
法
が

広
く

影

響
力
を

持
つ

よ

う
に

な
り、

物
語
論
（

ナ
ラ
テ

ィ

ブ

研

究）

は

臨
床
心
理
に

お

い

て

も

注

目
さ

れ
て

い

る
。

芳
賀
学
が

か

つ

て

勤

務
し

、

菊
池
裕
生
が

大
学
院
生
と

し
て

過
ご

し
た

柬
京
学
芸
大

学
に

は
、

ナ

ラ

テ
ィ

ブ
・

セ

ラ
ピ

ー

に

詳
し

い

野
口

裕
二

や

物
語
療
法
と

社
会
学
的

自
己

論
の

間
を

研
究
す
る

浅
野

智

彦
が

お

り、

菊
池
の

自
己
物
語
論
に

少
な

か

ら

ぬ

影
響
が

認
め

ら

れ
る

。

こ

の

自
己

物
語
論
を

回
心

研
究
に

生
か

す
利
点
は

既
に

の

べ

た

と

お

り
で

あ
る

。

　

芳
賀
は、

教
え
る

も
の

が
一

方
的
に

指
導
す
る

だ

け
で

は
な

く
、

指

導

を

受
け
る

も
の

の

態
度
に

教
え
ら
れ

る

と

い

う
反

転
的
気
づ

き

を

促
す

実

践
共
同

体
の

構
造
の

分
析
に

力
を

注
い

で

い

る
。

そ

れ
が

真

如
苑
の

弁

論

大
会
だ
け
に

特
徴
的
な

も
の

か、

真
如
苑
の

教
化

過
程
一

般
に

言
え

る
こ

と

な

の

か

に

つ

い

て

芳
賀
は
述
べ

て

い

な
い

が
、

社
会
集
団
に

お

い

て

親

が

子

育
て

を

通
し
て

親
と

し
て

育
て

ら

れ
る

経
緯
と

も

似
て

い

る

と

い

う
。

は
し

が
き

に

お

い

て
、

菊
池
と

芳
賀
は

、

近

年
の

新
宗
教
や

カ

ル

ト

を

見
る

日

本
人

の

視
線
が

マ

イ
ン

ド
・

コ

ン

ト

ロ

ー

ル

か
、

自
発

的
入

信
・

回

心
か

と

い

っ

た

よ

う
に

二

元
論

的
発
想
に

陥
っ

て

い

る

状
況
を

超

え
る

回
心

論
の

視
座
を

提
示
し
た

い

と

述
べ

て

い

た

が
、

本
書
に

お

い

て

そ
の

意

図
は

達
せ

ら
れ

た
と

思

う
。

著
者
達
は
、

「

ソ
フ

ト
な

権
力
」

と

「

社
会
的
コ

ン

テ
ク

ス

ト
」

と

い

う
表

現
で

信
仰
の

方
向
付
け

が

「

ほ
と

け
」

と

い

う
超
越
的
視
点
を

内
面
化
し
た

信
者
集
団
に

お

い

て

自
発
的
に

な
さ

れ
て

い

る

こ

と

に

も

十
分
留
意
し
て

お

り
、

そ

の

意
味
で

も
二

元

論

を

超
え
た

地
平
に

い

る

と

思

う
。

　

菊
池
が

「

生

き
ら
れ

た

こ

と

ば
」

と
い

い
、

芳

賀
が

「

反

転
的
な

気
づ

き
を

う
な
が

す
メ

カ

ニ

ズ
ム
」

と

呼
ぶ

ナ

ラ

テ

ィ

ブ

や

ナ
ラ
テ

ィ

ブ

を
生

成
す

る

場
へ

の

着
目
は

、

教
団
組
織
論
や

宗
教
運

動
論
を
主
た
る

考
察

対
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書評 と紹介

象
に

し
て

き
た

宗
教
社
会

学
を
前
進
さ

せ

る

も
の

で

あ
る

。

従
来
の

宗
教

研
究
が

、

教
祖
の

こ

と

ば
や

教
説
化

・

教
義
化
さ

れ
た
こ

と

ば

を

中
心

に、

教
え
を

考
察
し
て

き
た
の

と

対
照
的
に
、

本
書
は
一

般
信
者
の

言
葉

を

分
析
し
、

一

般
信
者
が
理

解
し
た

信
仰
実
践
か

ら
、

教
え

を
捉
え
返
そ

う
と

し
た

。

こ

の

よ

う
な

視
点
は

非
常
に

新
鮮
な

感
じ

が
し
た

。

本
書
の

タ

イ
ト

ル

に

あ
る

「

仏
の

ま

な
ざ
し

、

読
み
か

え

ら
れ
る

自
己
」

と

い

う

の

は
、

真
如

苑
の

実
践

信
仰
と
し
て

著
者
達
が

抽
出
し
た
も

の

で

あ
る

。

ま
た

、

宗
教

組
織
が

指

導
に

お

け
る

階
梯
性
を

持
ち
な
が
ら

も、

信
仰
的

な

反
省
を
促

す
回
路
を

持
ち

得
て

い

る

こ

と

を

具
体
的
に

指
摘
し
た

点
も

ダ
イ
ナ
ミ

ッ

ク

な

組
織
分
析
で

あ
っ

た
。

但
し、

子
に

よ
る

親
育
て

の

よ

う
な

過
程
は、

善
意
の

集
団
や
宗

教
集
団
に

お

い

て

も、

カ

リ
ス

マ

的
指

導

者
の

権
威
や

伝
統
に

す
が

る
教

団
の

構
造
に

よ

り
、

し
ば

し
ば
機
能
不

全

化
す
る
傾

向
が

あ
る
こ

と

も
同

時
に

指
摘
し
て

お

き
た
い

。

　
三

　
評

者
の

意
見

　

素
朴
な
質

問
と

し
て、

回
心
を

自
己

物
語
の

改
編
と

措
定
す
る
こ

と

の

問
題
点
を
挙

げ
て

お

き
た
い
。

著

者
達
は
、

自
己

物
語
の

書
き
換
え
が

回

心
に

限
ら
ず、

人
生
に

お

い

て

普
通
に

起
き

る

事
柄
で

あ
る

こ

と

に

注
意

を

促
し

た
う
え

で
、

回

心
と

い

う

以
上

は
宗

教
的
世
界

観
を

伴
う

自
己

物

語
の

大
幅
な

書
き

換
え
と

な

る
と

述
べ

て

い

る
。

確
か

に
、

信

仰
者
の

認

知

的
変
化
及
び
そ

れ
を

促
す

信
者
集
団
間
の

相
互

作
用
は

弁
論
大
会
に

お

い

て

十
分
に

把
握
さ
れ
た
が
、

青
年
信
者
の

信
仰
体
験
に

固
有
の

特
徴
で

は
な
い

か

と
い

う
気
が
し
て

い

る
。

宗
教
的

回
心
に

は

非
日

常
的
な

情
動

を

伴
う
体
験
が

付
随
す
る

こ

と

も
あ
る

が
、

諸
宗
教
に

お

い

て

聖
霊
の

充

満
や

神
霊
の

感
得、

或
い

は

大
悟
と

で

も
言
わ
れ

る

よ

う
な
ス

ピ

リ
チ
ュ

ア
ル

な

経
験
は
、

自
己

物
語
の

書
き

換
え
と

い

う

認
識
に

は

収
ま
ら
な
い

要
素
を

持
つ

の

で

は

な
い

か
。

　
真
如
苑
で

は

信
者
が

霊
能
者
を
鏡
と
し

て

自
己
を

映
し

出
し
、

霊

言
を

い

た
だ
く

「

接
心
」

が

特
筆
す
べ

き

儀
礼
で

あ
る

。

霊
能
者
と

は、

真
如

苑
で

は

信
者
の

位
階
・

権
能
に

相
当
し

、

大

乗
・

歓
喜
・

大
歓
喜
・

霊

能

の

四

段
階
が

あ

り
、

先
に

述
べ

た

秋
庭
・

川

端
の

研
究
は

真
如
苑
に

お

い

て

霊

能
を

相
承
し
た

霊
能
者
達
の

研
究
で

あ
っ

た
。

真
如
苑
で

は

厄
災
の

原

因
を

因
縁
や

霊

の

障
り
に

求
め
て

回
向
・

施
餓
鬼
・

護
摩
を

行
い

、

「

観
喜
（
布
施
）

」

「

お

救
け

（

布
教）
」

「

奉
仕

（

労
力
提

供）
」

の

三

つ

の

「

あ
ゆ

み

（
実
践
）

」

を
な

す
と

い

う
宗
教
実
践
が

あ
る

。

こ

れ

ら
の

宗
教

実
践
に

は

言
葉
で

語

り
尽
く
せ

な
い

宗

教
的
な

救
い
、

畏

怖、

癒
し

と

い

っ

た

経
験
が

入
っ

て

い

な

い

だ
ろ

う
か

。

確
か

に
、

ナ

ラ

テ

ィ

ブ

研

究
の

利
点
は、

ナ

ラ

テ
ィ

ブ
の

構
築
性
を

看

取
で

き

る
こ

と

に

あ
る

。

し

か
し、

主

観
的
な

経
験
は

言
語
化
す
る

こ

と
で

共
同
体
に

お

い

て

了

解
可

能
に

な
る

も
の

の
、

情
動

的
部
分
は

切
り

捨
て

ら

れ
る

可
能
性
が
あ
る

。

信
仰

的
経
験
が

人
を

動
か

す
の

は
こ

の

情
動
に

よ

る

と

こ

ろ

が

多
い

の

で

は
な
い

だ

ろ
う
か

。

　
先
に

述
べ

た

秋
庭
・

川

端
の

研
究
に

お

い

て

も
、

霊
能
者
の

信
仰
的
語

り
に

は

い

わ
ゆ
る

霊

術
に

距
離
を

置
い

た

宗

教
倫
理
や

真
如
霊
界
の

世
界

観
が

浮
か

び
上
が
る

と

い

う
結
論
を

得
て

い

る
。

し

か

し、

本
書
も
そ

う

で

あ
る

が
、

霊

能
者
の

語

り
や
、

弁

論
大
会
に

弁
士
と

し
て

推
薦
を

受
け

る
青
年
信
者
の

語
り
は

模
範
的
な

信
仰
物
語
と
い

う
べ

き
も
の

で

あ
り

、

自
己
理

解
や

世
界
観
に

真
如
苑
の

教

説
や

実
践

倫
理
が

反

映
さ

れ
て

い

る

の

は

当
然
と

い

え
る

。

何
度
も
バ

ー
ジ
ョ

ン

ア

ッ

プ

し
て

語
ら

れ
る

信
仰

へ

の

気
づ

き
の

物
語
は

、

紆
余
曲
折
を

経
る
に

せ

よ

真
如
苑
の

模
範
的
な
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信
仰
者
像
に

近
づ

い

て

い

く
だ
ろ

う
。

　

評
者
は、

教
団
を

代
表
す
る

信
者
達
の

ナ

ラ

テ
ィ

ブ
か

ら

信
仰
を

分
析

す
る

こ

と

だ

け
で

は、

教
団

信
者
の

全
体
像
が

見
え
な
い

と

言
っ

て

い

る

わ

け
で

は
な
い

。

ナ
ラ

テ

ィ

ブ

に

は

な

ら
な
い

正

負
の

情
動
が

信
者
同
士

の

関
係
性
を

生
み
出
す
こ

と

も
あ
ろ

う
し
、

そ
の

点
も

含
め

た
上
で

の

物

語
構
築
の

協
働
関
係
や

実
践
共

同
体
論
で

あ
る

べ

き
で

は

な
い

か

と

考
え

る

次
第
で

あ
る
。

但
し

、

自
ら
が

信
者
と

な
る

よ

う
な

形
で

の

参
与
観
察

を
し

な
い

限
り
は、

こ

の

点
を

調
査
に

よ

っ

て

明
ら
か

に

す
る
こ

と

は

不

可
能
で

あ
ろ

う
し

、

外
形
的
に

観
察
可
能
で

デ

ー
タ
に

な

り
う
る

も
の

は

ナ

ラ

テ
ィ

ブ
な

の

で

あ
る

か

ら、

そ

れ
を

資
料
に

回
心
の

過
程
論
を

研
究

し

た

と

い

う
本
書
の

意
義
を
い

さ

さ

か

も

軽
ん

じ

る
つ

も

り
は
な
い

。

　

次
に
、

宗
教
的
自
己

物
語
が

弁
論
の

中
心
テ

ー
マ

に

な
っ

て

い

た
こ

と

と
、

研
究

者
が

自
己

物
語
論
を
も
っ

て

分

析
し
た

こ

と
の

時
代
性
が

気
に

な
る

。

ナ
ラ

テ
ィ

ブ
・

セ

ラ
ピ

ー

に

お

い

て

自
己
を

語
り

直
す

作
業
は

、

自
己

開
示
や

自
己
実
現
の

欲
求
が

強
い

社

会
や

時
代
に

お

い

て

有
効
な

療

法
で

あ
ろ

う
。

真
如
苑
の

弁
論
も

信
仰
的

自
己

物
語
に

な
っ

て

い

た

時
期

は
、

貧
病

争
の

解
消
と
し
て

の

信
仰
体
験
を

物
語
る
段

階
を
過
ぎ
た

成
熟

期
の

日
本

社
会、

青
年
の

現

状
を

反
映
し
て

い

た
。

し
か

し
な
が
ら

、

今

後
の

日
本

社
会
や
青
年
達
が

直
面
す
る

課
題
は、

自
分
探
し
や

自
己

物
語

の

語
り
直
し
で

は

済
ま
な
い

厳
し
い

生
活
の

現
実
や

社
会
の

行
く

末
と

思

わ
れ

る
。

そ

う
す
る
と
回

心
と

社
会
へ

の

働
き
か

け
が

共
振
す
る

よ

う
な

信
仰
の

あ
り

方
が

生
ま
れ
て

く
る

可
能
性
も
あ
る

の

で

は

な
い

か
。

弁
士

達
の

中
に

は

身
近
な

社
会
へ

の

働
き
か

け
を

通
し

て

信
仰
を
獲
得
す
る

経

験
を

語
っ

た
も
の

も
い

る

が
、

む
し
ろ

、

積
極
的
な

社
会
へ

の

関
与
に

信

仰
の

発
露
を

見
い

だ

し
て

い

く
姿

勢
が

今
後
生
ま

れ

る
こ

と

も

あ
る
の

で

は
な
い

か
。

著
者
達
は

弁
論
大
会
の

将
来
を
予

測
し

て

は

い

な
い

が、

自

己
よ

り

も

社
会
を

物
語
る

タ

イ
プ

の

弁
論
が

生

ま

れ
て

く

る
の

か

ど

う

か
、

非
常
に

気
に

な
る
と

こ

ろ
で

あ
る
。

　
最
後
に

な
る

が

本
書
に

は

真
如
苑
を

現

代
日

本
の

宗
教
と

し
て

ど
の

よ

う
に

位
置
づ

け
、

評
価
す
る

の

か

と
い

っ

た

教
団
研
究
に

関
わ
る

見
解
が

あ
ま
り

見
受
け
ら

れ
な
か

っ

た
。

も
ち

ろ
ん、

著
者
達
は

最
初
か

ら

回
心

に

の

み

問
題
を

限
定
し、

し

か

も、

調
べ

ら
れ

な
い

も
の

、

語
ら
れ

な
い

も
の

に

つ

い

て

勝
手
に

憶
測
で

語
る

こ

と

を

禁
欲
し
て

い

る

の

で

あ
る

か

ら、

評
者
の

意

見
は

全
く
な
い

も
の

ね

だ
り
で

あ
る

。

し

か

し、

そ
れ

で

は

自
己

を
限

定
し

す
ぎ
て

い

る
の

で

は

な
い

か

と

い

う

気
が

す
る

。

著
者

達
は
」

二

年
も
の

間
真
如
苑
を
調
査

す
る

中
で

宗
教
と

い

う
限

定
を

外
し

た

様
々

な
。

8
＜

興
臨
o
昌

を

経

験
し
て

き
た

と

い

う

自
己

物
語
を

語
る
。

そ
の
一

方
で
、

真
如
苑
と
い

う
大
き
な

世
界
に

つ

い

て

極
め

て

限

定
的
な

評

価
し
か

語
っ

て

い

な
い

と

い

う
の

は

な
ぜ

な
の

か
。

よ

も
や、

研
究
対

象
と
も
ど

も

研
究
者
自
身
が

自
己

物
語
論
の

時
代
状
況
に

拘
束
さ
れ

て

い

た

と
い

う
わ
け
で

は

あ
る

ま

い
。

語
る

に

は

時
期
尚
早
と

い

う
の

で

あ
れ

ば

そ
の

日
を

待
ち

た

い

と

思
う

。

　
と
も

あ
れ、

評
者
と

し

て

は
若

干
の

読
み

足
り
な
さ
が

残
る
も
の

の
、

本
書
の

意
義
は

社
会
学
的
な

回
心
の

理

論
と

実
証
研
究
に

あ
っ

た
の

で

あ

り、

そ

の

点
で

は

宗

教

社
会
学
の

水

準
を

上

げ
た

も
の

と

評
価
し

て

い

る
。

こ

れ
ほ

ど
の

密
度
で

モ

ノ

グ
ラ

フ

を
作
成
さ

れ
る
と、

後
続
の

研
究

者
達
は

新
宗
教
研
究
が

極
め

て

や
り
に

く
く
な
っ

た
の

で

は

な
い

か

と

考

え
ら
れ
る

。

同
じ

真
如
苑
を

対
象
と
す

る
に

せ

よ
、

回

心
の

過
程
を

分
析

す
る
に

せ

よ
、

様
々

な

切
り
口

を

考
案
し
て

新
た
な

研
究
を

蓄
積
す
る

こ

と

が

今
後
も
求
め
ら

れ

よ
う

。
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書評 と紹介

　

註

　

櫻
井
義
秀
「

現
代
日

本
の

宗
教

社
会
学
に

お

け

る

調

査
研
究
の

動
向

II

占
不

教

的
物
語
の

諸
相
」

（

二

〇
〇
五

年
韓
日

宗
教
フ

ォ

ー
ラ
ム

予

稿

集）

ず

碁
ミ
毒
≦
≦°

ゴ
。

9
爵
＆
ゆ

訂
ρ

壱
＼

〜

三
 
卜。

 

o
＼

R
齢
OO

更

ざ
話
 

ho

疂
ヨ
ω

ぼ
口
口
く
o

窪
80
ざ
朝凸
O

亀

上
田

閑
照
監

修
／
北

野
裕
通
・

森
哲
郎
編
集

『

禅
と

京
都
哲
学
』

（
京
都
哲
学
撰
書
別
巻）

　
燈

影
舎

　
二

〇

〇
六
年
八

月
三

〇
日

刊

　
　
　
　
　
　
　
　

A5

判
　
五

二

四

頁
　
四
三

〇
〇
円
＋

税

竹

　
村

牧

　
男

　
「

編
集
後
記
」

に

よ

る
と、

禅
文

化
研
究
所
哲
学
研
究
班
（
班
長
・

上

田

閑
照、

幹
事
・

堀
尾
孟
）

の

活
動
が

十
五

年
以
上

続
け

ら

れ
、

『

禅
と

哲
学
』

、

『

禅
と

現
代
世
界
』

の

成
果
を

産
ん

だ
の

ち
、

こ

の

研
究
班
の

活

動
を
ひ

き

つ

ぐ
か

た

ち
で
、

一

九
九
五

年
二

月、

「

京

都
哲
学
」

の

研
究

を

目
的
と

し
た

研
究
会

「

京
都
哲
学
研
究
会
」

が

立
ち
上
げ

ら
れ
た
の

だ

と
い

う。

本

書
は

、

そ
の

研
究
活

動
の
】

部
の

成
果
を
公

表
し

た
も
の

で

あ
る

。

　
コ
尽

都
学
派
」

の

語
は

聞
く
こ

と

が

あ
る

が
、

「

京
都
哲

学
」

の

語
は

、

必
ず
し
も

知
ら
れ
る

も
の

で

は

な
い

で

あ

ろ
う

。

本
書
に

は
、

西
田

幾
多

郎
・

鈴
木
大
拙
・

久
松
真
一
・

森
本
省
念
・

西

谷
啓
治

・

片
岡
仁
志
の

六

名
の

哲
学
者

・

思

想
家
が

と

り
あ
げ
ら
れ

て

い

る

が
、

こ

の

限
り、

京
都

大
学
の

哲
学
学
派
の

み

で

も
な
い

。

京
都
哲
学

研
究
会
で

は
、

他
に

三

木

清
・

務
台
理
作
・

木
村
素
衛
・

高
坂
正

顕
・

下
村
寅
太

郎
・

唐
木

順
三
・

高
山

岩
男
な
ど

も
と

り
あ

げ
て

き

た
と

い

う
の

で、

「

京

都
哲
学
」

と
は

ほ

ぼ

「

京
都
大
学
の

哲
学
学
派
（

京
都
学
派）

の

哲
学
」

を

意
味
す
る

も

の

と

思
わ

れ
る
が

、

で

は
上

記
六

名
の

間
に

そ

う
い

う
ひ

と

ま

と
ま
り

の

哲
学、

あ

る
い

は

共
通
の

特
微
を
持
つ

哲
学
が

あ
る

の

か
、

厳
密
に

考
え

て

い

く
と
な

か

な
か

む

ず
か

し
い

問
題
も

出
て

く
る

こ

と

で

あ
ろ
う

。

こ

の

こ

と

に

つ

い

て、

上
田

閑
照

は

「

生

死
去
来
　
真
実
人

体

　
　
道
友

堀
尾
孟

さ
ん

に

捧
ぐ

」

と

い

う

題

を

持
つ

「

ま

え

が

き
」

に

お

い

て
、

「

「

京
都
」

と

い

う
地

名
が
こ

の

場
合
意
味
を

持
つ

の

は、

歴
史
的
に

宗

教
的
文

化
的
意
味
が

沈
殿
し
て

い

る

京
都
が
六

名
に

共
通
し

た

「

場

所
」

で

あ
り、

そ
れ
ぞ
れ

「

京
都
」

と

い

う

場
所
の

空

気
、

あ
る

い

は
い

わ
ゆ

る

O
Φ

巳

磊
Ho

皀

「

土

地
の

精
神
（
霊
）

」

の

世
界
に

吹
き

抜
け
る

そ
よ

ぎ
に

触
れ
て

い

た
か

ら

で

あ
る
」

と

解
説
し
て

い

る
。

な
お

、

こ

の

「

京

都
哲
学
」

に

つ

い

て

は、

北
野
裕
通
「

『

京
都
哲
学
』

発
掘
」

（
『

宗
教
哲

学
研

究
』

第
十
四

号
、

北

樹
出
版、

一

九
七
七

年
）

に

詳
し

く
述
べ

ら

れ

て

い

る

と
い

う
。

　
多
く
の

京
都
に

居
住
し

た

哲
学
者
・

思

想
家
の

中
か

ら
、

こ

こ

に

選
ば

れ
た
六

名
に

共

通
し
て

い

る

こ

と

は、

禅
と

哲
学
の

双
方
に

か

か

わ
っ

て

い

る

と
い

う
こ

と

で

あ
る

。

そ

の

禅
も

、

京
都
の

臨
済
禅
が

主
と

な
る

が
、

た
と

え
ば
大
拙
は
鎌
倉
円
覚
寺
に

修
行
し、

西
田
も

金
沢
で

の

雪
門
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