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高
田

信
良

著

『

宗
教
の

教
学

ー
親
鸞
の

ま

ね

び

』

　
法
藏
館

　
二

〇
〇
四

年
五

月
三

〇
凵
刊

A5

判

　一
．

八

二

頁

　
三

八

〇

〇
円
＋

税

竹
　
村

牧

男

　

地

球
的
に

も
地
域
的
に

も
多
元
化
し
た

世
界
に

あ

っ

て
、

近

年、

宗
教

問
対
話
が

切

実
の

課
題
と

な
り、

そ

の

実

践
も

多
く
な

さ

れ

て

き

て

い

る
。

ど

ち
ら

か

と

い

え
ば

、

キ

リ
ス

ト
教
に

そ

の

自

覚
が
深
い

の

に

対

し、

仏
教
で

は
こ

れ

に

大
い

に

取
り

組
む

潮
流
が

形
成
さ

れ

て

い

る

と

は

か

な

ら
ず
し
も
言
い

難
い

の

か

も

し

れ
な

い
。

そ

う

し

た

中
に

あ
っ

て、

著
者
・

高
田
信
良
氏
（
龍
谷
大
学
教
授）

は、

バ

ー

ゼ

ル

大

学
・

ミ

ュ

ン

ヘ

ン

大

学
で

の

学
究
の

経
験
を

ふ

ま

え、

仏
教
の

側
か

ら

こ

の

問
題
に

精

力
的
に

取
り
組
ん
で

い

る

貴
重
な

お
一

人
で

あ
る

。

　

本

書
は、

前
著
『

見
え
る
真
宗
・

見
え

な

い

真

宗
』

（
一

九

九
三

年）

以
後
に

書
き

記
し
た

も

の

を
主

と

し

な

が

ら、

加
筆
修
正

し
つ

つ

再
構
成

し

た

も

の

と

い

う
。

す
で

に

そ

の

前
著
に

お

い

て、

「

浄
土
教
に

お

け
る

宗
教
の

神
学
」

の

問
題
な
ど

を

論
じ

て

い

た
。

本
書
に

お

い

て

も、

今

日

の

宗
教
間
対
話
の

流
行
の

中、

関

心
は

多
元
主

義
の

成
否
に

は

あ
ま

り

な

く、

も

っ

ぱ

ら
「

宗

教
の

神

学
」

（
→

冨
皀
o

趣
o
州

邑
凶

笹
o
コ
ω曽

→
ゴ
 

o一
〇
mq
δ

島

嘆
勾
Φ

鼠
δ
づ
oP

→
げ
 

o一
〇
〇q
δ

亀

霞
園
Φ一

唖
o

巳

を、

仏
教

の

側
か

ら
ど

う
展
開
し、

確
立
す

る

か

に

関
心
が

集
中
し

て

い

る

よ

う
で

あ
る

。

そ

れ

は
、

す
で

に

親
鸞
が
、

仏

教
の

諸
宗
派
の

共
存
す
る

状
況
の

中
で、

弥
陀
の

本
願
に

よ

る

救
い

を

選
び

取
っ

た、

そ

の

先
蹤
に

な
ら

い

つ

つ
、

そ

の

営
み

を
今
凵
の

宗
教
多
元

状
況
の

中
で

遂
行
し
た
い

と

い

う

こ

と

な

の

で

あ
ろ

う。

た

だ、

親
鸞
に

お

い

て

は、

末
法
に

生
き

る

自
己

の

自
覚
が

切
実
で

あ
っ

た
。

と

こ

ろ

が、

現

代
に

そ
の

感
覚
は

乏
し

く、

ま

た

親
鸞
教
学
を
学
ぶ

際
、

す
で

に

末

法
の

自
覚
は

折
込
済
み

で
、

今
日

の

強
烈
な

自
己
認
識
に

導
入

し

が

た

い

と

い

う

問
題
も

あ
る

。

そ

う
し

た

状
況
を
も

考
察
し
つ

つ
、

仏
教
あ
る

い

は

真

宗
に

基
づ

く
「

諸
宗
教
の

神

学
」

（
仏
教
的
に

「

（
諸
）

宗
教
の

教
学
」

と

も

言
わ

れ

る）

を

構
築
し

よ

う
と

い

う
意
欲
が

本
書
を

貫
い

て

い

る
。

　
こ

こ

で
、

本
書
の

目
次
を

あ
げ
て

お

こ

う
。

第 第 第 ま

二 ＿．一
兀

章 章 章 が

　 　 　 き

第
四

章

第
五

章

第
六

章

第
七
章

第
八

章

第
九
章

第
十
章

現
代
に

お

け

る

〈

親
鸞
の

ま

ね
び
〉

現
代
に

お

け

る

宗
教

宗
教
と

文
化

　
　
　

「

キ

リ

ス

ト

教
は
ヨ

ー
ロ

ッ

パ

の

宗
教
」

か

？

諸
宗
教
の

神
学
（
教

学
）

　

上
不

教
へ

の

問
い

、

宗
教
と

の

対

話

仏
教
（
真
宗
）

に

お

け

る

A

エ

キ

ュ

メ

ニ

ズ

ム
〉

仏
教
・

キ

リ

ス

ト

教
と

宗
教

浄
土
真
宗
に

お

け

る

「

祈
り

／
瞑
想
」

と

い

う
事
柄

宗
教
の

出
会
い

　
　
他
者
の

発
見、

自
己
の

発
見

「

教
行
証
」

と

「

教
行
信
証
」

と

「

正

像
末
」

浄
土
門
仏
教
に

お

け

る

「

宗
教
の

教
学
」

と

し
て

の

「

真
仮
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書評 と紹介

偽
」

論

　
す

で

に

本
書
の

概

要
に

つ

い

て

ふ

れ

て

お

い

た

が、

以
下
も
う
一

度
や

や

詳
し

く
、

本
書
全

般
の

内
容
を

、

適
宜
紹

介
し

て

お

こ

う
。

　
著
者
は

、

現
代
の

状
況
を、

宗
教
の

多、
兀

化
の

状
況
と

見
て

い

る

が
、

そ

れ

は、

異
な

る

多

く
の

宗
教
の

共
存
の

み

で

な

く、

こ

の

多
元
化
状
況

に

自
ら

を

問
う

宗
教
と

そ
の

こ

と

に

関
心
を

持
た

な

い

宗
教
と

の

共
存、

さ

ら

に

は

信
仰
す
る

者
と

し

な
い

者
と

の

共

存
な

ど

の

実
情

を
見

て

い

る。

た

と

え

ば

著
者
は

、

「

つ

ま

り、

キ

リ

ス

ト

教
の

場
合
の

よ

う

に

「

神
」

概
念
と

「

キ

リ
ス

ト
」

（

救

済
）

概
念
が

統
合
さ

れ

る

こ

と

に

お

い

て

宗
教
的
真
理

が

実
現
さ

れ

る
、

と

い

う

よ

う
な

構
造
を

有
し

て

い

る

わ
け

で

は

な

い
。

少
な

か

ら

ぬ

宗
教
は、

肖

宗
教
と

他
宗
教
の

真
理

性
の

く

統
合
的
理

解
V

に

関
心
を
も

っ

て

い

な

い
。

他
と

の

対
比
に

お

い

て
、

自
宗
教
を
〈

特
殊
な

存

在
〉

と

も
理

解
し

て

い

な
い
。

筆
者
が
、

現

代
に

お

け

る
く

宗
教
的
多

元

状
況
V

と

し

て

理
解
す
る

の

は
、

そ

の

よ

う

な

理

解
を

す
る

宗
教
と

、

そ

の

よ

う

な
理

解
を
し

な
い

宗
教
と
が
、

現
に、

出

会
っ

て

い

る
、

と

い

う

多．
兀

性
で

あ

る
L

（
九
二

頁）

と

言
う
。

そ

う
し

た

中
で
、

キ

リ
ス

ト

教
は、

諸
宗
教
の

神
学
を

展
開
し

て

き

た
。

そ

の

営

み

は、

異
な

る

宗
教
の

共
存
状
況
の

中
で
、

自
己
の

真
理
性
を
弁
証
す
る

営
み

で

あ
る

と

す
る

。

「

「

諸

宗
教
の

教
学
」

は
、

宗
教

学
と

神
学
（
教

学）

と
が

交
錯
す
る

と

こ

ろ

で

の

営
為
で

あ

る
。

他
宗
教
と

出
会
う

と

こ

ろ

で

自
宗
教
が
一

つ

の

宗
教
で

あ
る

こ

と

を

発
見

す

る
。

そ

の

よ

う

な

〈

宗
教

多．
兀

状
況
〉

に

お

い

て

「

宗
教
」

を

理

解
す

る

視
点
を

取
り

入
れ

る
こ

と

を

通
し

て、

自

宗
教
の

「

信
」

を
弁

証
（
自
己
理
解）

し

よ

う
と

す
る

営

為
が

−

諸
宗
教
の

神
学
（
教
学）
」

で

あ
る

」

（
八

〇

頁
）

。

「

と
こ

う

が、

「

エ

ク

メ

ー

ネ
運
動
」

や

「

他

宗
教
と

の

対

話
」

の

関
心
は、

自

ら

の

真
理
要
求
の

「

外
」

に

あ
る

他
者
の

存
在

を
自
ら

の

真
理

契
機
と

し

て

い

こ

う
と

す

る
と

こ

ろ

に

成
立

す

る

議
論

で

あ

る
」

（
八

九

−
九

〇

頁
）

。

　
そ

う

し

た

今
日

の

キ

リ

ス

ト

教
の

時

代
に

適

応
し

よ

う

と

す

る

努
力
の

事
例
を

、

著
者
は

豊
か

に

紹
介
し

て

い

る
。

特

に

ジ
ョ

ン
・

B
・

カ

ブ
・

虹
の

「

キ

リ

ス

ト

と

し
て

の

ア

ミ

ダ
」

の

議
論

に

つ

い

て

著
者
の

応

答
を

紹
介
し
、

あ
る

い

は

ブ

リ

ッ

ツ
・

プ

ー

リ
の

「

ブ
ッ

ダ

ー
キ

リ

ス

ト
」

説

の

立

場
へ

の

言
及
も
あ
っ

て

興
味
深
い
。

　
し

か

し
一

方、

イ
エ

ス

を

中
心
と

し
、

啓
示

の

宗
教
で

あ

る

キ

リ
ス

ト

教
と
、

ダ
ル

マ

を
中
心
と

し
、

覚
の

宗
教
で

あ

る

仏
教
と

は、

事
情
が

異

な
る

こ

と

も
再一
二

述
べ

て

い

る
。

そ

し

て

「

諸
〕

不

教
の

教
学
」

の

営
み

へ

の

動

機
は、

仏
教
に

は

存

在
し

が

た

い

こ

と

を

指
摘
す

る
。

に

も

か

か

わ

ら

ず、

こ

の

問
題
は

今
日
の

宗
教

多
元

状
況
の

中
に

あ
っ

て、

や

は

り
重

要．
な

課
題
と

考
え

ら
れ

た

の

で

あ
ろ

う
。

あ
る

い

は

親
鷺
自
身
が

ま

さ

に

そ

の

営
み

を

し
て

い

た

と

の

発
見
に

よ
る

の

で

あ
ろ

う
か

。

終
り

ほ

ど

の

数
章
は

そ

こ

へ

と

収
斂
さ

れ
て
、

真

宗
の

信
に

基
づ

く
立

場

を
中
心
と

し、

そ

の

真
理

性
の

弁
証
に

努
め

よ

う
と

し

て

い

く
。

す

な

わ

ち、

親
鸞

の

「

真
偽
を

勘
決
し

て
、

外
教

邪
偽
の

異
執
を

教
誠

す
る
」

「

聖
道
・

浄

十

の

真
仮
を

顕

開
し

て、

邪
偽
・

異

執
の

外

教
を

教

誠
す
」

の

「

真
・

仮
・

偽
」

論
に
、

現
代
に

生
き

る

我
々

自
身
の

「

諸
宗
教
の

教
学
」

を
見

出
そ
う
と

す

る
。

た

だ
し

そ

れ

は
、

「

時
・

機
・

法
」

に

よ

っ

て

構

成
さ

れ
る
も
の

で

あ
り、

そ

の

中、

末
法
の

「

時
」

の

現
代
に

お

け
る

切
実
な

自
覚
を
ど

う

取
り

戻
す
か

を
課
題
と

し

て

さ

ら

に

追

求
し

な

け
れ

ば

な

ら

な
い

こ

と

を
訴
え

て

い

る
。
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こ

の

ほ

か

に

も
、

親
鸞
の

教
え

の

社
会
的
受

肉
と

し

て

の

教

団
の

問

題、

人

間
の

死
の

問
題
等
も

論
じ

ら

れ

て

お

り、

話
題
は

多
彩
で

あ

る
。

し
か

し

本
書
の

要

点
を

概
括
す

れ

ば、

以
上
の

よ

う
な

趣
旨
に

ま

と

め

ら

れ
る

か

と

思
わ

れ

る
。

　
と

に

か

く

仏
教
の

側
か

ら
、

自
ら

の

信
仰
に

立
ち

つ

つ
、

宗
教
多
元
状

況
に

応
答
し

よ

う

と

努
力
し
て

い

る

著
者
の

姿

勢
は、

ま
こ

と

に

貴
重
な

も
の

と

思
う。

ま

た
、

現
代
の

宗
教
間
対
話
の

現
状
に

つ

い

て

の

豊
富
な

紹
介
お

よ

び

自
ら

の

実
践
の
一

端
の

報
告
は、

こ

の

問
題
を

考
え
よ

う
と

す

る

同
学
の

十
を

大
い

に

啓
発
す
る

こ

と

で

あ
ろ

う
。

そ
の

大
い

な

る

お

仕
事
の

積
極
的
評
価
を
前
提
と

し
て
、

以

下、

本
書
に

触
発
さ
れ
た

私
自

身
の

勝
乎
な

思
い

を
い

さ
さ
か

記
し

て

み

た

い
。

　
ま

ず、
「

諸
宗
教
の

神
学
」

の

定
義
と

で

も
い

う
こ

と

の

問
題
で

あ

る
。

そ

れ

は
、

確
か

に

諸
宗
教
の

共
存
状
況
に

対
し

て、

自
宗
教
の

真
理
性
を

弁
証
し
よ

う
と

す
る
も
の

で

も

あ
る

の

で

あ
ろ

う
。

し

か

し
、

諸
宗
教
の

多
元

状
況
に

対
し

た
と

き、

わ

れ

わ

れ
は

ど

の

よ

う
に

対
す
べ

き
な

の

で

あ

ろ

う
か

。

初
め

か

ら、

自
宗
教
の

真
理

性
を

弁
証
し

よ

う
と

い

う
態

度

で

臨
む

の

が

当
然
な
の

で

あ
ろ

う
か
。

こ

と

は

真
理

性
に

か

か

わ
る

問
題

で

あ

る
。

宗

教
多
元

状

況
に

対
し
て

、

自
宗
教
の

真
理

性
す
ら

疑

問

視

し
、

解
体
す
る
こ

と

を
も

厭
わ

ず
に

、

「

宗

教
の

真
理
」

を

尋
ね
、

そ
こ

か

ら

自
宗

教
の

真
理

性
を
照

射
し、

変
革
す
べ

き

は

変

革
す
る

と

い

う
こ

と

も

あ
り

う
る

の

で

は

な

か

ろ

う
か

。

実

際、

「

諸
宗
教
の

神
学
」

を

追

究
し

て

い

く
人
の

中
に

は、

あ

ら

か

じ
め

自
己

の

宗
教
の

真
理

性
を

弁
証

し

よ

う

と

す

る

者
ば
か

り

で

も

な

い

の

で

は

な

か

ろ

う

か
。

　
次
に、

啓
示
の

キ

リ

ス

ト

教
と

覚
の

仏
教
と

は

異
な
っ

て

お

り、

キ

リ

ス

ト

教
の

「

諸
宗
教
の

神
学
」

と

い

う

営
為
に

対
す
る

高
い

動

機
に

対
し

て
、

仏
教
に

そ
の

動
機
は
な

い

と

い

う

こ

と

の

問
題
で

あ
る

。

初
め

に、

キ

リ

ス

ト

教
が

啓
示
の

宗
教
と

の

み

も

言
い

切
れ
ず、

覚
の

宗

教
で

も

あ

り

う
る

こ

と

は、

久
松
真
一
・

八
木
誠
一

の

対
話
の

中
に

明
か

さ

れ

た

こ

と

で

あ
る

。

一

方、

仏
教
も、

十
二

分
教
（
い

わ

ば

仏
教
の

聖

な
る

言

詰

の

す
べ

て）

は

「

法
界
等
流
」

と

も
言
わ
れ、

真
理
の

世
界
か

ら

流
れ

出

た

も
の

で

あ
る

の

だ
か

ら、

一

種、

啓
示
の

宗
教
と

も
言
え

る

の

で

は

な

い

か

と

私
は

思
っ

て

い

る
。

特
に

大
乗

仏
教、

と

り

わ

け
浄
土

教
は

、

名

号
（
聞
名
・

称
名）

と

信
と

に

救
い

が

あ
る

と

説
く

点
で
、

啓
示
的
と

は

い

え
な
い

で

あ
ろ

う
か

。

著
者
は

概
し
て

キ

リ

ス

ト

教
と

仏
教
と
の

差
異

を
強
調
す

る

が、

私
は、

日

本
そ
の

他
に

お

い

て

積
み

重
ね
ら

れ
て

き

た

両
者
の

対
話
の

成
果
を

も
う
少
し
顧
慮
し
て

考
え

て

い

き
た

い
。

　
次
に
、

仏
教
が

宗
教
問
対
話
等
に

困

惑
を

覚
え、

積
極
的
で

な
い

と

い

う、

こ

の

辺
は

仏
教
自
身
も

考
え
て

い

か

な

け

れ

ば
な

ら
な
い

こ

と

で

あ

ろ

う
。

実
は

他
の

多
宗
教
に

対
す
る

自
己
の

真
理

性
の

弁
証
と

い

う
こ

と

な
ら

、

そ

れ

こ

そ

仏

教
は

昔
か

ら

こ

の

こ

と

に

努
め

て

き

た
。

す
な

わ

ち、

教
相
判
釈
の

営
み

で

あ

る
。

そ

れ

は
、

時
代
の

進
展
と

と

も
に、

そ

の

時
代
そ

の

時
代
の

課
題
に

深
く

応
え

よ

う
と

す
る

中
で

行
わ
れ

て

き

た

の

で

あ
っ

た
。

天

台、

華
厳、

空

海、

法
然
等

、

み

な

そ
の

時

代
の

眼
に

し

う
る

あ
ら

ゆ

る

思
想
の

共
存
状
況
の

中
で
、

そ

れ

ら

が
ど

の

よ

う
に

位

置
付
け

ら

れ
る

か

考
察
し

て

き

た

の

で

あ
る
。

現
代
は

検
討
の

対
象
と

す

べ

き
思

想
が

さ

ら

に

広
が

り
、

増
え
た

の

で

あ
る

か

ら、

仏
教
と

し

て

も、

も
う
｝

度
そ

れ

ら

と

対
決
し、

自
覚
的
に

そ

れ
ら

を

位
置

付
け、

自

ら

の

立
場
を
再
確
認
す
べ

き

で

あ
ろ

う
。

空
海
が
、

当
時、

目
に

し

え

た

儒
教
・

道
教

・

バ

ラ

モ

ン

教
・

仏
教
を

対
比
し
て

自
宗
教
の

真
理

性
と

他

448（664）
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書評 と紹介

宗
教
の
一

分
の

（
か

つ

全
分
の
）

真
理

性
を

跡
づ

け

た

よ

う

に、

現

代
に

お

い

て

お

よ

そ

目
に

し

う
る

キ

リ

ス

ト

教
・

イ

ス

ラ

ー

ム
。

仏

教
等
を

も

う
一

度、

対
比
さ

せ
、

対
話
し

、

総
合
的
な

体
系
に

組
織
す
る

と

い

う

課

題
は、

実
は

今
日

の

仏
教
に

も

と

よ

り

つ

き

つ

け

ら

れ

て

い

る

課
題
で

あ

る

こ

と

を

思
わ

な

け
れ

ば
な

ら

な

い
。

し

た

が

っ

て
、

過
去
の

祖
師
方
の

そ

の

営
為
を

安
易

に

採
用
す

る

の

で

は

な
く

、

む

し

ろ

あ
ら

た

め

て

諸

宗

教
を

根
本
的
に

吟

味
・

検
討
し

て
、

実
際
に

，

諸
宗
教
の

教
学
」

を

行
っ

て

み

な

け

れ
ば
な

ら

な

い
。

　
と

同
時
に
、

今
口

の

多
元

化

状
況

に

あ
っ

て
、

現
実
的
に

平
和
・

共
生

の

実
現
し

た
社
会

を

建
立
し

て

い

く

に

あ
た
っ

て、

た

と

え

自
宗
教
が

真

理
性
を
担
っ

て

い

る

と

し

て

も、

そ

の

自
宗
教
に

な

ん

ら

か

独
善
性
が

つ

き

ま

と

う
と
し

た

な

ら
、

そ

れ

を
ど

の

よ
う
に

克

服
し

て

い

く

か

は、

や

は

り
重
要
な
課
題
で

は

な

い

で

あ
ろ

う

か
。

そ

の

た

め

に

は

必

ず
し

も

宗

教
多
二

儿

主
義
に

立

た

な

け

れ

ば
な
ら

な

い

か

ど

う

か

も

研
究
課

題
で

あ
る

が
、

確
か

に

多．
兀

主
義
は

真
剣
に

検
討
す

べ

き

ひ

と

つ

の

主
題
で

は

あ
ろ

う．

宗

教
多．
元
主

義
を

唱
え

た
ピ

ッ

ク

は、

キ

リ

ス

ト
教
の

内
に

あ

っ

て、

そ
の

キ

リ

ス

ト
教
の

ま
さ

に

核
心

部
分
で

あ

る
「

イ

エ

ス

は

神
の

子

で

あ
る
」

と

の

命
題
を

解
体
し

て

ま

で、

多
元

社
会
の

課
題
に

応
え

よ

う

と

し

た

の

で

あ
る

。

は

た
し

て

仏
教
に

は
、

自
ら

を
解
体
し
て

で

も

時
代

に

応
え

よ

う
と

す

る
姿
勢．
や

覚
悟
は

あ
る

の

だ

ろ

う
か
。

（
も

っ

と

も

多

．
兀

主

義
は

唯
一

の

神
的
実
在
を

想
定
す

る
ピ

ッ

ク

の

そ
れ

ば
か

り
で

も
な

い
。

ま

さ

に

通
底
し

が

た

い

真
理
性
を

お

の

お

の

所
有
し

て
い

る
と

見
る

多
元
主
義
も

あ
る

と

い

う
。

）

　

そ

こ

で

問
題
と

な

る

の

は、

真
宗
が

自
ら
を
真
と

し、

他
を

仮
・

偽
と

し

た
、

そ
の

教
え

を

ど

う

現
代
に

お

い

て

受
け

止
め

て

い

く
か

で

あ
る

。

そ

れ
は、

他
宗
教
を

斥
け

る

の

が

目
的
で

は

な

く
、

自
宗

教
の

真
実
性
の

開
顕
を

目
的
と

し
て

い

る

と

言
っ

て

も、

そ

の

独
善

性
を

離
れ

え
て

い

る

と

は

私
に

は

思
え

な

い
。

も
ち

ろ

ん
、

真
実
の

宗
教
が

明
か

す

事
理

は、

決
し

て

あ
い

ま

い

に

さ

れ

て

は

な
ら

な
い

。

し

か
し

真

宗
の

み

が

真
で

あ

る

と

い

う
と

き
、

そ
れ

は

ど

の

よ

う

な

意
味
に

お

い

て

な
の

で

あ

ろ

う

か
。

弥
陀
の

大
悲
の

啓
示
と

救
い

と

は、

六

字

名
号
以

外
に

は

あ
り

え

な

い

と

い

う

の

か、

他
の

形
も

あ

り

う
る

と

い

う

の
か

。

他
の

形
も
あ
り

う

る

と

し

た

ら、

そ

れ
は

キ
リ

ス

ト

教
の

あ
る
一

派
に

実
際
に

見
出
さ

れ

る

こ

と

は

あ

り

え

る

の

か、

あ
る

い

は

あ
り

え

な

い

の

か
。

キ
リ

ス

ト
教
も

ま

た、

も

は

や
一

つ

の

立
場
で

く

く
れ

る

も
の

で
は

な

い

か

と

思
う。

私

は
、

浄
土

教
の

歴
史
は、

法
蔵
菩
薩
の

神
話
の

非
神
話
化
の

歴
史
で

あ
っ

た

と
出
心

う

の

で

あ

る

が、

親
鸞
の

解
釈
を
、

さ

ら
に

現
代
の

境
位
に

お

い

て

進
め

て

い

く
こ

と

が

望
ま
れ

て

い

よ

う
。

　

そ
の

よ

う
な
形
で、

実
は

今
口
に

お

い

て

は
、

広
範
な

諸
宗
教
を
詳
細

に

検
討
し

た

う
え

で、

諸
宗
教
に

真
・

仮
・

偽
が
ど

の

よ

う
に

言
え
る

の

か、

究
明
し

て

み

な

け
れ

ば
な

ら

な

い
。

そ

こ

で

は、

白
宗
教
の

教

祖
の

言
葉
や

立

場
に

安
易
に

拠
り

か

か

る

の

で

は

な

い
、

真
剣
な
検

討
が

求
め

ら

れ

る

は

ず
で

あ

る
。

．
曲
田

幾
多
郎
は、

独
自
の

哲
学
的

考
察
か

ら、

禅

と

真
宗
と

キ

リ

ス

ト

教
に
一

貫
す

る

絶
対
者
と

自
己

と

の

関
係
の

論
理

構

造
を

提
示

し

た

の

で

あ
っ

た
。

滝
沢

克
己
は、

イ
エ

ス

が

示
し

た

人

間
の

原
点
を、

親
鸞
の

言
葉
の

中
に

も

見
出
し
て

い

た
。

諸
宗

教
の

神
学
と

い

う

以
上
は
、

本
当
に

諸
宗
教
を
神
学
的
に
、

宗

教
哲

学
的
に、

詳
し

く
検

討
し
て

み

な
け

れ
ば
な

ら

な

い

だ

ろ

う。

　

さ

ら

に
、

そ

の

ト
で
、

な
お

か

つ

真
宗
の

み

が

真
だ
と

し

て、

他
は

す

べ

て

−

教
誠
」

の

対
象
な
の

で

あ
ろ

う
か

。

そ

れ
で

も

他
宗
教
に

も

豊
か
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な
真
理

性
が
あ
る

こ

と

を

見
出
し

、

あ

る

い

は

自
ら

に

や

は

り

足
り
な
い

点
が
あ
る

こ

と

も

認
め

て、

他
と

あ
い

携
え

て

人
類
の

真
の

目
覚
め
・

救

い

と

福
祉
等
に

貢
献
す
る

道
を

ど

た、

あ
る

の

で

は

な
か

ろ

う
か

。

こ

ま

で

も

模

索
し
て

い

く

必
要
も

ま

　
著
者
の
、

時
代
に

真
摯
に

向
き

合
う

姿

勢
と

粘
り

強
い

考
察
に

敬
意
を

覚
え
つ

つ
、

だ
か

ら
こ

そ
以
ヒ

の

よ

う

な
思
い

を

と

ど

め

え

ず
に

い

る
。

そ
れ
は
、

す
べ

て

本
書
の

次
の

課
題
で

あ
り、

本
書
自

身
に

こ

の

こ

と

を

求
め

る

べ

き
で

な
い

こ

と

は

十
分
に

承

知
し

て

い

る

つ

も
り

で

あ
る

。

ま

た
、

今、

私
が
述
べ

た

よ
う
な

こ

と

は、

一

人
の

学
者
の

よ

く

な
し

う

る

と

こ

ろ

で

も
な
い

で

あ
ろ

う
。

今
後、

仏
教
側
が
、

協

働
し
て

、

著
者
が

追
求
し

て

い

る

よ

う
な

課
題
に

立
ち

向
か

っ

て

ほ

し
い

と

思
う
も
の

で

あ

る
。

大
貫
隆
・

島
薗
進
・

高
橋
義
人
・

村
上

陽
一

郎
編

『

グ

ノ

ー
シ

ス

　
陰
の

精
神
史
』

同
編

『

グ

ノ

ー

シ

ス

岩
波
書
店

　一
．

○
〇
一

年
九
月
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三
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七
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八
〇
〇
円
＋

税

異
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と

近

代
』

岩
波
書
店

　
二

〇
〇
一

年
｝
一

月
二

八

日

刊
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判

　
三

八

六

頁

六
八

〇
〇
円
＋

税
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は
じ
め

に

　
本
書
は

古
代
グ
ノ

ー

シ

ス

主

義
か

ら

現
代
の

新
霊
性
運
動
に

至

る

「

グ

ノ

ー

シ

ス

主
義
」

的
現
象
の

諸
相
を

論
じ

る

「

グ
ノ

ー
シ

ス

百

科
」

と

し

て

構
想
さ

れ

て

い

る
。

古
代
・

中
世
編
で

あ
る

「

陰
の

精
神
史
』

の

主
題

は

近
世
以

前
の

西
洋
宗
教

思
想
史
に

お

け

る

「

グ
ノ

ー
シ

ス

主

義
」

の

変

容
で

あ
り、

ユ

ダ
ヤ
・

キ

リ

ス

ト

教
的

伝
統
の

周
縁
か

ら

正

統
主

義
に

異

議
申
し

立
て

を

行
っ

た

古

代
グ
ノ

ー

シ

ス

主
義
と

中
世
の

二

元

論
的
異
端

に

み

ら

れ

る

現
世
否
定
的

救
済
論
の

動

向
に

加
え
て、

初
期
近

世
に

ス

コ

ラ

主
義
的
世
界

観
に

抗
し
て

超
越

的
な

「

全
体
知
」

を

介
し

た

信
仰
と

経

験
的
世
界

観
の

統
合
を
求
め

る
エ

ゾ
テ

リ
ッ

ク

な

思
想
と

結
社
を

扱
う
。


