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説
明
よ

り
も

中
国
思
想
か
ら
の

説
明
が

優
勢
に

な
り
つ

つ

あ
る

こ

と
、

そ

し

て

全

体
の

構
造
を
生

み
出
し

た
思

想
へ

の

関
心
が

高
ま
っ

て

い

る

こ

と

が

指
摘
で

き
よ

う。

「

否
定
」

の

宗
教
学

関

一

　

敏

　

鈴
木
大
拙
は

「

現
成
世
界
の

否

定
性
」

に

こ

そ
宗
教

的
な
る

も
の

の

本

質
（
霊

性
）

が

み

ら
れ

る

と
し

た
。

禅
や

浄
土

系
思

想
と
比
べ

て

神
道
は

こ

の

点
で

幼
く

、

生

命
や
大
地

に

根
ざ
す
と
い

う
一

方
の

条
件
を
み

た
し

つ

つ

も
自
己

否
定
の

経
験
が

な

い
、

い

ま
だ
病

気
に

か

か
ら
ぬ

嬰

児
の

段

階
に

あ
る

と
い

う
。

こ

の

主
張
か
ら
家
永
三

郎
の

指
摘
が
想
起
さ
れ
る

。

日

本
思

想
に

否
定
の

論
理

が

も
た
ら

さ

れ
た

の

は

仏
教
に

よ
っ

て

で

あ

り
、

渡
来
以

前
の

太
古
人
は
「

連
続
的
世

界
観
」

と
「

肯
定
的
人
生
観
」

を
特

徴
と
し
て

い

た
。

黄
泉
国
・

常
世
国
は
国
土
の

延

長
と

し
て

連
続
的

に

と
ら
え
ら
れ

、

罪
穢
の

凶
事
も
容
易
に

祓
い

浄
め

う
る

。

そ
こ

に

は

現

実
界
の

否
定
に

よ
る

超
越
世

界
は
成
立
し
て

い

な
い．、

　

宗
教
史
に

お
け
る

否

定
の

問
題
を
も
う
少．
し
ゆ

る

や

か
に
エ

ピ
ソ

ー

ド

的
な

厚
み

で

考
え
て

み

た
い

。

ウ
パ

ニ

シ

ャ

ッ

ド
の

哲
人
ヤ
ー

ジ
ュ

ニ

ャ

ヴ

ァ

ル

キ
ヤ
は
そ
の

妻．
に

ア

ー

ト
マ

ン

の

何
た

る

か
を
伝
え
る
に
「

非
ず

非
ず
」

の

否
定
形
を
用
い

た
。

も
う
一

人
の

哲
人
ウ
ッ

ダ
ー

ラ

カ
・

ア

ー

ル

ニ

が
そ
の

息
子
に

比
喩
の

多
用
（
水
中
の

塩
な
ど
）

に
よ

っ

て

ア

ー

ト

マ

ン

の

存
在
に

気、
つ

か
せ

る
手
法
を
と

っ

た
こ

と
と

照
ら
せ

ば
、

こ

れ

を

表
現
と

伝
達
の

技
法
と

し
て

の

否
定
形
と

云
う
こ

と

が

で

き
る

。

同
じ

や

り
方
は

キ

リ

ス

ト
教
の

否
定
神

学
に

も
み

え
る

。

「

神
は

あ
れ
で

も
な

く

こ

れ
で

も
な

い
」

（

エ

ッ

ク

ハ

ル

ト
）

。

問
い

そ
の

も
の

を
拒

む
例

も
多

い
。

先
の

ヤ

ー

ジ
ュ

ニ

ャ

ヴ
ァ

ル

キ

ヤ
は

世
界
の

構
造
に

つ

い

て

問
い

つ

づ

け
る

者
を

諌
め

た
。

「

問
い

過
ぎ
て

は
い

け
な
い

。

あ
な
た

の

首
が
落

ち
て

し

ま

う
と
い

け
な
い

か
ら

。

あ
な
た

は

そ
れ

を
こ

え
て

間
う
べ

き
で

な
い

神
格
に

つ

い

て

問

う
て

い

る
の

だ
」

。

こ

れ
を

別
名
「

問
い

の

底
」

と
よ

ぶ

こ

と
も
で

き
る

が、

問
わ
な
い

と
い

う
不
行
為
の

勧
め

に

お
い

て

「

毒
矢
の

喩
」

に

み

え
る

ブ

ッ

ダ
の

無
記
に

通
ず
る

。

も
っ

と

も

前
者
は

問
い

の

不
可

能
性
を、

後

者
は

無
用

性
を

説
く．、

　

行
為
の

否

定
も
し
く
は

不
行

為
の

勧
め

が

文
脈
に

よ
っ

て

お

お

い

に

積

極
的
な

意
義
を
も
つ

こ

と

は
、

仏
教
で

も
ジ

ャ

イ

ナ
教
で

も
五

戒
の
一

番

目
に

あ
る

ア

ヒ

ン

サ
（
不
殺
生）

に

み

て

と
れ

る
。

こ

れ

を

非
暴
力
と
し

て

現
代
化
し
た
ガ

ン

ジ

ー

は
「

刃
渡

り
の

よ

う
に

困
難
な
」

そ

の

実
現
に

ふ

れ
て

い

る
。

不

行
為
ゆ
え
に

目
立
た

ず、

よ
っ

て

証
言
が
歴

史
に

残
り

に

く
い

否
定
的
実

践
は
、

同
時
に

強
力
な

政
治
的

実
践
た

り
う
る

と

い

う

逆
説
的
な
可
能
性
を
ひ

め

て

い

る
。

よ

り

微
弱
な
形
だ
が

、

政

治
学
者
ウ

ォ

ル

ド
ロ

ン

の

「

よ

き
サ

マ

リ
ア

人
」

の

再
話
に

い

う
「

受
動
的
さ

し

ひ

か
え
」

の

不
行
為
も
こ

の

系
譜
に
属
す
る

。

　

否
定
神
学
は

「

否
定
の

道
」

と
よ

ば

れ
る

。

ネ
ガ

テ

ィ

ヴ
の

訳

語
は
否

定
的
あ
る

い

は

消
極
的
が

多
く
用
い

ら
れ
る

が、

よ
り
分
か
り
や

す
い

イ

メ

ー

ジ
は

写

真
用

語
の

ネ
ガ

で

あ
る
（
「

ネ
ガ

テ

ィ

ヴ

な

儀
礼
・

禁
忌
・

○
○
す
る

な
」

と

「

ポ

ジ

テ

ィ

ヴ
な

儀
礼
・

供

犠
・

○

○
せ
よ

」

の

対

比
。

こ

れ
が
写
真
用
語
の

ネ
ガ

と
ポ

ジ

に

対
応
す
る

こ

と
に
つ

い

て

は
拙

稿
「

神
と
社

会
を

つ

な
ぐ
も
の
」

一

九
八

〇
）

、

よ

っ

て

否
定

神
学
と

は

ネ
ガ

に

よ

っ

て

ポ

ジ
を
現

像
（
現
象
）

さ
せ

る

方
法
で

あ
る

。
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冒
頭
に

あ
げ
た

大
拙
の

否
定
性
と

こ

れ
ら
と

の

つ

な

が
り
は、

ソ

シ

ュ

ー

ル

の

「

分
節
言
詒
の

否

定
性
」

を
介
す
れ

ば

は

っ

き
り
す
る

。

コ

ト
バ

は

対
比
の

相
関
性
に
お
い

て

働
く
か
ら

、

そ

れ
ぞ
れ
が

写
真
の

ネ
ガ

の

よ

う
に
機
能
す
る

。

分
離
と

接
合
を
同
時
に

実
現
す
る
分
節
の

端
的
な
か
た

ち
は
、

創
世
記
冒
頭
に

あ
る

よ

う
な
二

分

法
（
光
と

闇、

空
と
水、

陸
と

海、

昼
と

夜
な
ど
）

で

あ
る

。

す
な
わ
ち
ポ

ジ

と

ネ
ガ

の

仕
分
け
の

累

積

に

よ
っ

て

連
続

性
が

分

節
さ
れ

、

カ

オ
ス

か
ら
コ

ス

モ

ス

へ

と

移
行
す

る
。

分
節
さ
れ
た

コ

ス

モ

ス

は

世

界
認
識
の

自

在
な
力
を
ひ

と
に

与
え
る

が
、

同
時
に

分
節
の

実
体
化
・

固
定
化
に

よ

る

大
い

な
る
不
自
山
を
も

強

い

る
だ

ろ

う
。

こ

の

不
自
由
を
免
れ
る

ツ

テ

を

宗
教
史
に

求
め
た

井
筒

俊

彦
は、

分
節
1
↓

無
分
節
↓

分
節
H
と
い

う
一

種
の

螺
旋
運

動
に

注
目
し

た
。

大
拙
の

否
定
に

は
こ

の

い

っ

た
ん

の

否
定
〔
す
な
わ
ち

無
分

節
化〉

が
こ

め

ら
れ
て

お

り
、

そ

の

媒
介
を
一

時
の

病
に

喩
え
た
の

で

あ
る

。

か

く
し
て

不
行

為
の

勧
め

の

そ
の

先
に

あ
る
、

コ

ト

バ

に

よ
ら
な
い

否
定、

行
為
に

よ
る

否
定
は

可
能
か

と

い

う
問
い

は
、

こ

の

観
点
か
ら

再・
度

、

発

せ

ら
れ

な
け
れ

ば
な
る

ま
い
。

宗

教
存
続
の

メ

カ
ニ

ズ

ム

　
　

　
　
民
族
宗
教
の

場
合
と

制
度

化
の

意
味

1
小

　
田

　
淑

　
子

（

1
）

考・
察
の

目

的
　
　
創
唱
宗
教
は
制
度
化
し
て

存
続
す
る

が
、

制
度

化
は

民
族
宗
教
や

古
代
宗
教
に

は

妥
当
し
な
い

。

だ

が、

ど
の

宗
教
も
存

続
す
る

。

宗
教
の

存
続
は

親
か
ら
子
供
へ

の

世
代
間
伝
承
を
意
味
す
る

。

宗
教
の

存
続
は

定
義
に

も
理
論
に
も
な
い

が
、

宗
教
の

特
徴
の
一

つ

と
し

て

考
察
す
る

に

値
す
る

。

第
一

に、

宗
教
と
い

う
知
・

真
理
の

特
異
性
を

示
す

。

宗
教
思
想
は

哲
学
に
接
近
す
る

が
、

こ

の

存
続
の

あ
り
方
を

考
慮

す
る
と
、

宗
教
と

い

う
知
と
哲
学
知
と
の

相
違
が

明
ら

か
に

な
る

。

第．
一

に
、

存

続
す
る

宗
教
は

慣
習
と

し
て

の

目

常
的
な

宗
教
で

あ
る

。

第
三

に
、

存
続
と
い

う
特
徴
が

看
過
さ
れ
て

き
た

理
由
を
考
え
た

い
．．

そ
れ

は

あ
ら
ゆ
る

宗
教
に

内
在
す
る

特
徴
で

あ
り
な
が
ら
、

宗
教
内
部
の

信
仰
者

自
身
に
は

死
角
の

よ

う
に

意
識
さ
れ
な
い

の

で

は

な
い

か
。

〔
2）

存
続
の

様

態
　
　
教
義
も
教
団
制
度
も
も
た
な
い

占
代
宗
教
や
先

住
民
の

宗
教
は
、

誕
生
し
た
子
供
を
自
動
的
に

成

員
に

加
え、

儀
礼
を
繰

り
返
す
だ

け
で

存
続
す
る

。

子
供
は

祭
り
に

参
加
し
つ

つ
、

教
義
を
学
ぶ

こ

と
も
な
く

、

神
々

の

存

在
や

世
界

観
な
ど
を
受
け
と

め

る
。

世

界
宗
教

の

非
合
理
な

真
理

も
世
代
間
伝
承
に

お

い

て

は
洗

練
さ
れ

た

教
義
で

は
な

く、

礼
拝
や

墓

参
な
ど

儀
礼
を
通
じ
て

子

供
に

も

感
じ

取
る

こ

と
が

で

き

る

類
の

知
で

あ
る

。

存
続
を
も
っ

と
も
顕

著
に

観
察
で

き
る

場
面
は

、

創

唱

宗
教
の

初

代
弟
子
か

ら

次
の

世
代
へ

の

伝
承
で

あ
ろ

う
。

世
界
宗
教
も

新
宗
教
も

存
続
し

た

事
実
は
、

新
規
に

改
宗
者
を

獲
得
し

続
け
た

だ

け
で

は
な

く、

子
供
へ

の

伝
承
に
よ

る
。

子
供
を

育
て

る

際
の

基
本
的
姿
勢
が

そ
の

宗
教
の

真
理
で

あ
る

。

幼
児
洗
礼
の

よ

う
に
、

親
は

わ

が
子
を
信
仰

者
と
し

て

育
て

る
。

親
に

と

っ

て

は

そ
れ

が
当
然
の

人
間
の

生
き
方
だ

か

ら
で

あ
る

。

か
く
し
て、

第
二

世
代
以
後
は

主

休
的
選
択
で

は
な
く、

親

の

宗
教
を

真
理
と

し
て

受
け
入
れ
て

い

く。

信
仰
の

弛
緩
は

避
け
ら
れ
な

い

が
、

宗
教
は

安
定
す
る．、

日

常
性
の

中
の

宗
教
で

あ
る

。

子
供
に

と

っ

て

は

自
分
の

意
思
に

よ
ら
な
い

宗
教
へ

の

加
入
で

あ
り、

近

代
以

後
に

は

時
に

自
嘲
的、

時
に

反
抗
的
な
態
度
を
示
す
が、

こ

の

素
地
は
も
っ

と

評
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