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参
照
し、

そ

こ

に

お
い

て

自

然
が

意
識
的
に

、

ま
た
は

無
意
識
的
に

ど
の

よ

う
な
位
置
を
与
え
ら
れ

、

ど
の

程
度
の

役
割
を
果
た
し
て

い

る
の

か
の

検
討
を

行
う

。

次
に

彼
ら
の

自
然
へ

の．
言

及
全
般
を
精
査
す
る

こ

と
を
行

い
、

神
体
験
に

お
け
る
自
然
の

位

置
・

役
割
と

、

い

わ

ゆ
る

自
然
観
が
ど

の

よ

う
な
関
連
に
あ
る
の

か
を
探
る

。

そ
の

試
み

に

あ
た

り
重
視
し
な
け

れ
ば

な
ら
な
い

基
準
と

し
て

は
、

 
「

我
」

に

対
す
る

自
然
の

内
的
・

外

的
位
置
づ

け、

 ．
歴
史
観、

と

く
に

終
末
論
に
お
け
る

自
然
の

意
義
の

確

認、

 
聖
典
テ

キ

ス

ト
（
本
研
究
で

は

と

り
わ

け
聖
書）

の

記
述
へ

の

参

照
性、

と

い

う
こ

と

を
考
え
る

。

　

独
歩
は

当
初
ワ

ー

ズ

ワ

ー

ス

の

影
響
下
に、

他
者
で

あ
る

自
然
と

精
神

的
交
感
を

得
よ

う
と

す
る

志
向
が

強
か
っ

た
。

彼
に

お

い

て

は

神
を

求
め

る

経
路
と

自
然
を

求
め
る

経
路
が

ほ

ぼ
一

致
し
て

い

た
。

し
か

し
二

葉
亭

訳
ツ

ル

ゲ

ー

ネ
フ

の

自
然
記
述
に

感
動
し

て

自
然
を

見
る

眼
を
更

新
し
、

創
作
に

打
ち

込
む

中
、

や

が

て

キ

リ

ス

ト

教
か

ら

も
離
れ
る

。

晩

年
に

至

る

ま
で

彼
は

自
然
の

愛
好
者
で

あ
っ

た

が
、

そ

の

自
然
観
は
聖
書
と

接
続

さ

れ
る
こ

と
は

な

く
、

遂
に

神
体
験
に

も

結
び
つ

か
な
か
っ

た
。

透
谷
の

場
合

、

神
と

の

出

会
い

は
内
心
の

最

奥
の

出
来
事
と
さ
れ
た
一

方
、

神
仙

思
想
や
幽
冥
の

境
地
に
魂
の

自
由
を

求
め
る

こ

と
も
多
く、

そ
の

視
線
は

揺
れ
て

い

た
。

聖
書
の

記
述
を

等
し

く
重

視
す
る

立
場
に
た

ち
、

創
造
・

救
済
・

終
末
論
に

も
理

解
が
あ
り

、

自
然
を
聖

書
の

各
所
に
結
び

つ

け
て

捉
え
る

記
述
も
見
ら

れ
た

が、

聖
霊
の

到

来
に

よ

る
神
と
の
一

致
に

心
ひ

か

れ、

十
字
架
や
復
活
の

出
来
事
は

消
え
て

い

る
。

蘆
花
は

前
二

者
と

は

異
な
り、

自
覚
的
な

神
体
験
を
三

度
経
て

い

る
。

そ
こ

で

は

大
自
然
や
田

園
生
活
が
極
め

て

重

要
な
装
置
と

し
て

機
能
し
て

い

る

の

が

目
を

引
く

。

さ

ら
に
、

そ

の

後
の

彼
の

自
然
観
察
は

聖
書
の

記
述
と

接
続
さ
れ

る

こ

と

が

多
く
な
る

。

彼
は

精
神
革
命
を
経
て、

失
っ

て

い

た
聖
書
へ

の

信
を
新

た

に

し
、

独
白
の

表
現
を
伴
っ

て

復
活
と

キ

リ
ス

ト
再
臨
思
想
に

集
中
し

て

い

く
が、

そ
の

過
程
で

聖
書
を
深
く
読
み

直
す
こ

と

に

よ

り、

自
然
や

宇
宙
の

終
末
論
的
意
義
に

も
目
を
開
か
れ
て

い

っ

た
と

み
ら

れ
る

。

　
こ

の

よ
う
な
＝

著
の

く

神
と
の

出
会
い

に

お
け
る
自
然
∀

の

諸

相
を
比

較
す
る

と
、

彼
ら
世
代
に

お

け
る一．一
様
の

求
道
と

創
作
の

連
関
が

示
さ
れ

る
。

独
歩
は

創
作
が

軌
道
に

乗
る

と
、

自
然
よ

り
も
人
生
模
様
に

関
心
を

示
し、

自
然
が
後
景
に

退

く
に

つ

れ

て
、

自
然
と

同
方
向
に

認
め

ら

れ
た

神
へ

の

意
志
も

減
退
し
た
。

「

驚
異
哲
学
」

を

支
え
た
自

然
や

神
へ

の

関

心
は
、

生

や

死
の

現
実
味
に

置
き
換
え
ら

れ

て

い

る
。

透
谷
は
、

そ

の

聖

書
へ

の

信
と

知
を

十
分
に

創
作
に

生
か

さ

ず
、

遂
に

そ

れ

ら

は

創
作
の

モ

チ

ー

フ

と

分
離
し

た
ま
ま
に

見
え
る
。

重

視
し

た
聖
霊
と
の

決
定
的
出
会

い

は

果
た

せ

ず
、

晩

年
は

東
洋
的
な

精
神
の

自
由
（

白
然
と
の

合
一
）

へ

と

傾
斜
し

た
。

蘆
花
の

場
合

、

神
体
験
と

懺
悔
告
白
に

よ

り、

神
探
求
の

精
神
が

創
作
の

そ
れ
を
取

り
込
ん

で
一

本
化
し

た
。

神
の

被
造
物
で

あ
る

白
然
の

事
柄
は
、

聖

書
の

創
造

論
や

終
末
論
に

よ

り
理

解
さ
れ、

そ
の

上

で

農
の

生
活
を
形
作
る

必
須
物
と

し
て

経
験
さ

れ、

親
し
ま
れ

た
。

山
村
暮
鳥
の

キ

リ
ス

ト
教
思

想

岩

　
野

　
祐

　
介

　
山
村
暮
鳥
は

言
う
ま
で

も
な
く
大
正
期
を

代
表
す
る

詩
人
で

あ
る
が

、

日
本
聖
公

会
の

伝
道
師
で

も
あ
る

。

一

般
的
な
文
学
史
研
究
か
ら
も、

ま

た

日
本
聖

公

会
史
研
究
か

ら
も、

こ

れ
ま
で

キ
リ
ス

ト
者
と

し
て

の

山
村
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N 工工
一Eleotronlo 　Llbrary 　



Japanese Association for Religious Studies

NII-Electronic Library Service

Japanese 　Assooiation 　for 　Religious 　Studies

第10部会r宗教研究工85巻 4輯 （2012年）

が

積
極
的
に

評
価
さ

れ
る

こ

と
は

ほ
と
ん

ど
な
か
っ

た
。

そ
の

よ

う
な

研

究
状
況
に

あ
っ

て

画
期
的
で

あ
っ

た
の

が
、

中
村
不
二

夫
に

よ

る

『

山
村

暮
鳥
論
』

〔
の

ち
に

『

山
村

暮
鳥
−

聖
職
者
詩

人
』

と

し

て

再
刊
）

と
し

て

ま
と
め

ら

れ
た
一

連
の

研
究
で

あ
る
。

中

村
以

降、

山
村
の

キ

リ

ス

ト

教
思
想
研
究
に

関
し
て、

目
立
っ

た

進
晨
は

な
い

よ

う
に

思
わ
れ
る

。

　

そ
こ

で

本
発
表
で

は、

山
村
の

キ

リ
ス

ト

教
思
想
の

内
実
を
明
ら
か
に

す
る

。

山
村
の

キ
リ

ス

ト
教
琿
解
は
、

内
村
鑑
三

の

無
教
会
主
義
と

も
相

通
ず
る
面
を
も
つ

特
徴
的
な
も
の

で

あ
る

。

　

山

村
は
、

「

絶
対
な
る

も
の

に

種
類
や

儀
式
は

な
い
」

と

考
え

、

イ
エ

ス
・

キ
リ

ス

ト

が

求
め
る

の

は
た
だ
愛
の

実
行
で

あ
る

と
主

張
し
、

教

派

性
や

教
理
に

こ

だ
わ

り、

組

織
性
を
重
ん

ず
る

教

会
に

対
し
て

厳
し

く
批

判
し

て

い

る
。

山

村
に

と
っ

て

宗
教
と
は
生

命
で

あ
り

真
理
で

あ
っ

た．．

そ

し

て

そ

れ

は
、

イ
エ

ス

・

キ
リ

ス

ト
と

の

霊
的

交
流
を
経
て

受
け
取
ら

れ

る

べ

き
も
の

で

あ
っ

た

の

で

あ
る

。

山

村
に

よ

れ
ば
、

キ

リ
ス

ト
の

福

音
と
は

人
間
を

徹
底
的
に

解
放
し

ほ
ん

と

う
に

人

問
ら

し

く
さ
せ

る

も
の

で

あ
っ

た
。

山
村
は

述
べ

る
。

「

実
に

キ

リ
ス

ト
は

こ

の

唯
一

の

人
間

解

放
者
で

あ
り
ま
し
た

。

」

「

彼
に

お

い

て

は

じ

め

て

人
間
は

そ

の

入

間
と

し

て

の

真
価
を

み
と

め
ら
れ、

そ
れ

を

発
揮
せ

ら

れ

た

も
の

と

言
は

ね
ば

な

り
ま
せ

ん
。

」

（

小
説
『
十
字
架
』

よ

り
）

　

こ

の

よ

う
な
視
点
を
も
つ

山
村
に

と
っ

て
、

ミ

ッ

シ

ョ

ン

と

宣
教
師
に

指
導
さ
れ
た

日
本
の

教
会、

日

本
聖

公
会
の

あ
り
方
は

彼
の

理
想
と

大
き

く
異
な
る

も
の

で

あ
っ

た
。

山
村
は

小
説
『

十
字
架
』

の

中
で
、

当
時
の

日

本
聖
公
会
の

あ
り
方
を
厳
し

く
批
判
し
て

い

る
。

日

本
聖
公
会
は
同
時

期
の

日
本
の

教
会
と
比

較
す
る

と
、

教
会
員
数
に

対
す
る
宣
教
師
の

数
が

多
く、

ま
た
由
村
が
伝
道
師
で

あ
っ

た

時
期、

教
会
を
指

導
す
る

立
場
の

監
督
は

宣
教
師
で

占
め

ら

れ
て

い

た

の

で

あ
る

。

概
し
て

日
本
生

ま
れ
の

教
職
者
の

地

位
は

低
い

ま

ま
で

あ
り

、

ミ

ッ

シ

ョ

ン

の

側
に
は

し
ば

し
ば

凵
本
の

状

況
へ

の

理

解
が

欠

け
て

い

る

こ

と

が

あ
っ

た
。

し

か
し

同
時

に
、

山
村
は

日
本
に

お
け
る
キ

リ

ス

ト
教
の

必
要
性

、

そ
の

解
放
の

福
音

の

可
能
性
に

希
望
を

持
っ

て

も
い

た
。

　

そ
れ
で

は

山
村
の

キ
リ
ス

ト
教
思
想
は
、

ど
の

よ
う
に

し
て

形
成
さ
れ

た

の

で

あ
ろ

う
か

。

山
村
と
同
じ

よ

う
な
神
学
教

育
を
受
け
た
須
貝
止
が

日
本
聖
公
会
で

主
教
に

な
っ

て
い

る
の

で

あ
る
か
ら

、

神
学
教
育
に

由
来

す
る

も
の

と

は

考
え
に

く
い

。

む

し
ろ

山
村
の

日

記
・

書
簡

類
に

は、

多

く
の

読
書
記

録
や

感
想
が
述
べ

ら
れ
て

い

る
。

そ
れ
ら
か
ら
キ

リ

ス

ト
教

思
想
へ

の

イ
ン

ス

ピ
レ

ー

シ
ョ

ン

を

得
て

い

た
の

で

は
な
い

だ
ろ

う
か

。

特
に

ド
ス

ト
エ

フ

ス

キ
ー

か
ら
の

影

響
は
大
き
か
っ

た
の

で

は

な
い

か

と

考
え
ら
れ
る

。

ま
た

伝
道

師
と
し
て

東
北
か
ら

関
東
に

か

け
て

転
々

と
し

て

い

た
山
村
は、

地

方
部
の

人
々

の

貧
し

く

苦
し

い

生

活
を

目
の

当
た

り

に

し
て

き
て

お
り

、

キ
リ

ス

ト
教
に

よ

る

そ
れ

ら

苦
し
み

か
ら

の

解
放
を

真
剣
に

求
め
る

よ

う
に

な
っ

た
と

思
わ
れ

る
。

　

以
上
の

よ

う
に

教

会
の

キ

リ

ス

ト

教
に

批

判
的
で

あ
っ

た

山
村
は
、

そ

れ
で

は

具
体
的
に

は
ど
の

よ

う
な

形
で

キ

リ

ス

ト

教
信
仰
を

実
践
し

よ

う

と
し

て

い

た
の

だ
ろ

う
か

。

イ
エ

ス
・

キ

リ

ス

ト

に

解
放
を

見
出
し

な
が

ら
も

、

山

村
は
、

直
接
社
会
福
祉
等
に
関
わ
る

社
会
的
キ

リ

ス

ト

教
に

向

か
っ

た
わ

け
で

は

な
か
っ

た
。

病
気
の

た

め

伝
道
師
を

解
職
さ
れ

た

山
村

は
、

活
動
の

中
心
を

童
話
執
筆
に

お

い

て

い

た
。

病
を

抱
え

ま
た

経
済
的

に

困
窮
し
て

い

た

山

村
に

は
、

執
筆
活
動
以
上

の

こ

と

を
す
る

余
裕
が
な

か
っ

た
。

ゆ

え
に

独
自
に

祈
疇
会
を

開
く
と
い

っ

た

具
体
的
行
動
が
、

彼

に

は

恐
ら
く
不
可
能
で

あ
っ

た

の

は

残
念
な

こ

と

で

あ
る

。

あ
る

い

は
、

424（1258）
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童
話
の

執
筆
を
通
し
て

子
供
た

ち
に
キ
リ
ス

ト
の

解
放
の

メ

ッ

セ

ー

ジ

を

伝
え
る

こ

と

が
、

山
村
の

伝
道
で

あ
っ

た

と

言
う
こ

と
が

で

き
る

か
も
し

れ

な
い

。

賀
川
豊

彦
の

悪
概
念

ス

テ

ィ

ッ

グ
・

リ
ン

ド
バ

ー

グ

　

本
発

表
は

、

独
創

的
な

宗
教

家
で

あ

り
芸

術
家
で

あ
っ

た

賀

川
曲

豆

彦

（

一

入

八

八

−
一

九
六

〇）

の

思

想
に

お
け
る

「

芸
術
と
し
て

の

悪
」

を

考
察

す
る

も
の

で

あ
る

。

発

表
の

構
成
は

、

賀
川

の

悪
概

念
と
宗

教
観
を

概
略

的
に

紹
介
し
た
L
、

彼
の

「

芸
術
と
し

て

の

悪
」

の

観
念
を
つ

ぶ

さ

に

分

析
す
る

形
に

な
る

。

資
料
と

し
て

は

『

賀
川

豊

彦
全

集
』

を
主
な
テ

ク

ス

ト
と

す
る

。

そ

う
す
る

こ

と
に

よ
っ

て
、

古
今
の

科
学
に

お
い

て

も

宗
教

哲
学
に

お
い

て

も

解
明
が

困
難
な
「

悪
」

と
い

う
問

題
に
つ

い

て
、

賀
川
と

い

う
一

人
の

人

聞
が

大
き
な

代
価
を
払
っ

て

構
想
し
た
思

想
の

意

義
が
明
ら
か
に

な
る

も
の

と

思

う
。

ま
さ
に

自
然
災

害
や

社
会
撹

乱
に

苦

闘
し
て

い

る

今
日
の

状

況
に

お

い

て
、

賀
川
の

「

芸
術
と

し
て

の

悪
」

理

解
が

そ
の

中
に

模
索
し
な
が
ら
生

き
て

行
こ

う
と
し
て

い

る

人
々

に

と
っ

て

何
ら

か
の

手
掛
り
に
な
る
こ

と
を

期
待
し
た
い

。

　
「

悪
」

は、

賀
川
豊
彦
が
一

生

を
か

け
て

追
究
し

た

第
一

の

問
題
で

あ

っ

た
。

彼
の

記
述
に

よ
れ
ば

「

悪
」

は
自
身
の

宇
宙
目
的

論
へ

の

思
索
の

土
台
で

あ
り、

そ
し
て
発
表
者
の

考
え
で

は
、

彼
の

キ

リ
ス

ト
教
へ

の

帰

依
の

主

た
る

動
機
で

も
あ
っ

た
。

逆
境
の

中
に
育
っ

た

賀
川
が、

そ
の

悲

惨
と

精
神
的
な
重
荷
か
ら
ひ

た

す
ら

解
放
さ
れ
る

こ

と

を
希
求
し
た
こ

と

は
、

容
易
に

想
像
で

き
る

で

あ
ろ

う．、

一

個
の

自
覚
す
る

生

体
を

包
ん

で

い

る

宇
宙
に

は

「

果
た

し
て

整

然
と
し

た
目
的
と
意
匠
が

あ
る

の

か
」

と

少
年
の

賀
川
は

自
問
自

答
し

た
に

違
い

な
い

。

自
然
界
の

目

的
論
を
拒
む

ダ
ー

ウ

ィ

ン

の

学
説
や

古
く
か
ら

日

本
に

深
く
根
を
張
っ

た

仏
教
の

因
果

説
に

つ

い

て

も

思
索
を

巡
ら
し
た

で

あ
ろ

う
。

　

生
涯
イ
エ

ス
・

キ

リ

ス

ト

の

名
を

唱
え

続
け
た

賀
川
で

あ
っ

た

が
、

彼

独
特
の

「

目

的
論
的
な

進
化
論
」

を

断
念

す
る
こ

と
な

く
標
榜
し

た

こ

と

は
、

彼
の

特
色
の
一

つ

と．＝
口

わ
ざ
る

を

得
な
い

で

あ
ろ

う
。

つ

ま

り
賀
川

は
、

当

時
厳
し

く
対
立

す
る

と

考
え
ら
れ
て

い

た

科
学
と

宗
教
と

を
相
反

す
る

も
の

と

見
る

の

で

は

な
く

、

相

補
う
も
の

と
し
て

見
た
の

で

あ
る
。

一

方
、

常
に

進

化
す
る

生

命
〔
賀
川
に

よ
れ
ば
そ
れ
は
生

命
が

「

伸
び
上

が

ろ

う
と

す
る

事
」

）

に
は
、

不

可
避
的
に
「

ズ

レ
」

乃
至
は

「

故
障
」

が

生
じ
ざ
る
を

得
な
い

と

賀
川
は
考
え
る

。

し
か
し
他

方
で

賀
川
は

、

彼

の

深
い

科
学
の

知
見
や

聖
書
理

解
に

基
づ

い

て、

い

わ
ゆ

る

「

生

命
の

最

高
の

法
則
と

見
な
さ
れ
る

〈

連

帯
責

任
〉

と
く

贖
罪
愛
V

」

を

構
想
し
て

い

く
。

即
ち、

悪
は
生
命
の

内・
容

を
構
成
し
又
進

化
さ
せ

る

と
い

う
役
割
を

担
っ

て

い

る

の

で

あ
る

。

論
者
の

考
え
る

と

こ

ろ

で

は
、

賀
川
が

「

悪
」

を
結
局
「

芸
術
」

と

考
え
た
の

は、

彼
の

理
想
主
義
と

現
実
主

義
の

相
俟

っ

た
結
果
な
の

で

あ
る

。

　

時
に

は

「

警
告
」

と

し
て

、

時
に
は

「

酵

素
」

と
し

て
、

「

悪
」

は
そ

の

「

自
己
殿
堂
」

に

作
用
し

、

自
我
の

脱
構
築
と

再
構
築
と

い

う
過
程
の

手
助

け
に

な

る
。

こ

の

よ

う
に

し

て、

「

警
告
」

或
い

は

「

酵
素
」

と

表

象
さ
れ

る
悪
と
そ
の

副
作
用
で

あ
る

「

苦
」

と

は
、

信
仰
（
と
そ
れ

に

伴

う
努
力
）

と

科

学
を

通
し
て

宇
宙
の

目

的
を

確
信
し
た

と

き
に

は

じ
め

て、

よ

う
や
く
「

芸
術
」

の

世

界
に

入
り
冂

と

な
る
の

で

あ
る

。
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