
Japanese Association for Religious Studies

NII-Electronic Library Service

Japanese 　Assoolatlon 　for 　Rellglous 　Studles

デ
ィ

ス

カ

ッ

シ

ョ

ン

の

要
約

　

四

名
の

講
師
に

よ
る

発
題
と

コ

メ

ン

ト

の

後、

氣
多
雅
予
の

司
会
に

よ

っ

て

デ
ィ

ス

カ

ッ

シ

ョ

ン

が

行
わ
れ

た
。

デ
ィ

ス

カ

ッ

シ
ョ

ン

の

前
半
は

深
澤
氏
の

コ

メ

ン

ト
と

と

も
に

提
示

さ

れ

た
質

問
に

対
す
る

各
発
題

者
の

応
答
と

い

う
か

た

ち

で

行
わ

れ、

後
半
は

質
問
紙
に

よ

っ

て

集
め
ら
れ

た

会
場
か

ら
の

質
問
に

応
答
す
る

か

た
ち

で

行
わ
れ
た

。

そ

の

デ
ィ

ス

カ

ッ

シ

ョ

ン

の

主
な

内
容
は

、

以

下
の

通
り

で

あ
る
。

　
一
　

深
澤
氏
の

コ

メ

ン

ト
お
よ
び
質
問
に

対
し
て

（
1

）

高
田
氏
は
、

読
書
宗
教
と
し
て

の

親
鸞
思
想
を
ど
の

よ

う
に

考
え

る
か

と

い

う
質
問
に

対
し
て

、

次
の

よ
う
に

応
答
し

た
。

　

あ
る

時
期
か

ら

教
団
宗
教
と

し

て

受
け

継
が

れ
て

き

た
も
の

か

ら

離
れ

て
、

宗
教
の

内
実
へ

の

直

接
的
な
関
心
が

強
ま
っ

て

き

て
、

読
書
宗
教
と

い

う
よ

う
な
形

態
が
、

真
宗
に

限
ら
ず
一

般

的
に

見
ら

れ
る

よ

う
に

な

っ

た
。

原
初
的
な、

共
同
体
を
形

成
し
て

ゆ

く
親
鸞
思

想
と

い

う
も
の、

世

代
を

超
え

て

受
け

継
が

れ
て

ゆ
く
よ

う
な

ポ

リ
テ

ィ

ク

ス

の

要

素
を

本
質

的
に

も

っ

て

い

る

親
鸞
思
想
の

あ
り

方
を

考
え
る

と、

そ

の

あ
り

方
の

或

る
一

面
を

切
り

取
る

こ

と

で

出
て

く
る

の

が

読
書
宗

教
と

し

て

の

親
鸞
思

想
へ

の

関
心
だ

と
考
え
ら

れ
る

。

両
者
は

矛
盾
す

る

わ

け
で

は

な

い

が
、

す
ぐ
に

直

結
し

て

い

く
か

ど

う
か

は
わ

か

ら

な
い

。

こ

れ
は

私
が
、

自
然

消
滅
し
て

ゆ

く
よ
う
な

経
験
は

自
然
に

視

野
か

ら

抜
け

落
ち

て

ゆ

き、

宗

教
共
同
体
が

自
ず
か

ら
形

成
さ

れ
て

く
る

よ

う
な

も
の

だ
け
を

宗
教
と

見

る
、

生
形
成

的
な

働
き

を
す
る

も

の

だ

け
を

宗
教
と

見
る
と

い

う
そ

の

限

り

で

の

話
で

あ
る

．

（
2）

杉
村
氏
は
、

宗
教
に

と
っ

て

現
代
の

自
己
解
体
的
思

想
は

ど
の

よ

う
な

宗
教
的
生
と

結
び
つ

く
か

と

い

う

質
問
に

対
し
て

、

次
の

よ

う
に

応

答
し

た
。

　
こ

の

質
問
は

最
初
か

ら
予
想
さ

れ
う
る

質
問
で

あ
っ

た
が、

非
常
に

答

え
に

く
い

も

の

で

も

あ
る。

そ

れ

は

私
の

発
表
が

現
代
フ

ラ

ン

ス

哲

学
や

京

都
学
派
に

お

け
る

事
実
確
認
的
な
も
の

で

は

な

く、

そ

こ

で

の

思

索
の

立
ち

上
が
り

方
に

目
を
向
け
た

も

の

で

あ
る

の

で
、

私
自
身
の

状
況
へ

の

介
入
の

仕
方
ま

で

問
わ

れ
る

と

思

わ
れ

る

か

ら

で

あ

る。

し

か

し
ooP

m

富
口
く
o

な

次
元
で

、

い

ま

紹
介
し
た
よ

う
な
思
想
が

広
い

意

味
で

の

宗

教
的
生
あ
る

い

は

代
替
宗
教
的
な

運
動
に

ど

う
影
響
を
及
ぼ

し
て

き
た

か

と

い

う
こ

と

は、

い

ろ

い

ろ

挙
げ
る

こ

と

は

で

き

る
。

た
と

え
ば
京

都
学

派
の

思
想
が

キ
リ
ス

ト

教
神
学
に

対
し

て
、

神
と

い

う
も
の

を
い

か

に

語

り

直
す
か

と

い

う
こ

と

に

つ

い

て

根
本
的
な

示

唆
を

与
え

て

き

た
こ

と

は
、

よ

く
知
ら
れ
て

い

る
。

そ

し

て

フ

ラ

ン

ス

哲
学
の

側
で

も、

た

と

え

ば
デ

リ
ダ
の

よ

う
な

宗
教
思
想
と

最
も

遠
い

よ

う
に

見
え
る

哲

学
が

ア

メ

リ

カ

の

神
学
に

影
響
を

与
え

て、

ジ
ョ

ン
・

カ

プ
ー

ト

を
筆
頭
と

す
る

よ

う
な

脱
構
築
神
学
が

形

成
さ

れ
た

例
を

挙
げ
る

こ

と

が
で

き
る
。

あ
る

い

は

た
と

え

ば
レ

ヴ
ィ

ナ
ス

の

他
者
の

顔
に

つ

い

て

の

言
説
が
、

代
替
宗
教

の

よ

う
な

か

た

ち
で

い

ろ

い

ろ

な
人
に

対
し

て

或
る

種
の

生
の

形
成
力
を

与
え
る

と

い

う
こ

と

も

事
実
と
し

て

あ
る

。

し

か

し
問
題
は

、

私
が

い

ま

こ

こ

で

需
臥
o
帋

B
簿凶
く
 

な

介
入
を

も
っ

て

紹
介
し
た

よ

う
な

思
索
が
ど

の

よ
う
な

宗
教
的
生
へ

と
向
か

う
の

か

と

い

う
こ

と

で

あ
ろ

う。

こ

れ

に

関
し
て

は

私
は

、

思
索
と

い

う
立
場
に

立
っ

て、

そ

こ

か

ら

思
索
に

と
っ

て

の

宗
教
を

考
え
る

と

い

う
或
る

種
の

偏
り
を
も
っ

て

宗
教
哲
学
を

行
っ
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デ ィ ス カ ッ シ ョ ン の 要約

て

い

る

と

答
え
ざ
る

を

得
な
い

。

し
た

が

っ

て、

そ
う
い

う
意
味
で

の

思

索
と

宗
教
的
な
も
の

の

双
方
を

俯
瞰
し

て
、

一

方
が

他
方
に

何
を
も
た

ら

し

得
る

か

と

い

う
こ

と

を
語
り

得
る

立
場
に

は
い

な
い

。

し

か

し
ポ
ス

ト

哲
学
的
な

思
索
が、

宗
教
的
な
も
の

を

再
活
用
し

な
が

ら
立
ち

上
が
っ

て

く
る

状
況、

そ
れ

が

生
み

出
す
も
の

を
思
索
も
さ

ま

ざ
ま

な

宗
教
も
共

有

せ
ざ
る

を
得
な
い

よ

う
な

現
代
の

根
本
状
況
に

関
わ
っ

て

い

る

と

は

考
え

て

い

る
。

そ
う
い

っ

た

根
本
状
涜
の

動
的
図
式
と

の

関
わ
り
で

言
い

直
さ

れ

る

証
書
や
自
覚
と
い

う
言
い

方
あ
る

い

は

態
度
の

あ
り

方
に

つ

い

て、

い

わ

ゆ
る

宗
教
の

側
の

方
々

が

そ
れ
を
ど

う
受
け
取
る

の

か
、

そ

の

リ
ア

ク

シ
ョ

ン

を
受
け
て

改
め

て

考
え
て

ゆ

き

た

い

と

思
う

。

（
3
）

西

平
氏

は、

「

無
心
」

に

い

ろ

い

ろ

な

ヴ
ェ

ク

ト

ル

を

読
み

込

む

こ

と

が

「

無
心
」

を

損
な

う
と

い

う
デ
ィ

レ

ン

マ

に

つ

い

て

の

質
問
に

次

の

よ

う
に

応
答
し
た

。

　

深
澤
氏
の

整
理
に

よ

っ

て、

自
分
が
プ

リ
ミ

テ

ィ

ブ

な

困
惑
と

し
て

ひ

と
り
で

困
っ

て

い

た
こ

と

が
、

宗

教
研
究
全
体
が

二

分
法
の

際
で

揺
れ
て

い

る

と

い

う
こ

と
と、

重
な

っ

て

い

る

の

が

明
ら

か

に

な
っ

た

こ

と

を

ま

ず
嬉
し

く
思
う

。

次
に

こ

の

問
い

に

対
し

て

で

あ
る
が
、

実
は

無
心
の

概

念
と

い

う
の

は
損
な
わ
れ

続
け
て

き
た
の

だ

と

思
う

。

日
本

思
想
史
の

な

か

で

無
心
と

い

う
言

葉
を
み

て

ゆ
く
と
、

た

と

え

ば

源
氏
物
語
の

な

か

で

無
心
と

い

う
こ

と
は

「

思
慮
の

な
い
」

と

か

「

気
遣
い

の

な
い
」

と

か
、

要
す
る

に

「

無
粋
な
」

と

い

う
意
昧
だ

そ

う
で

あ

る
。

ま
た

、

「

無
心
に

来
た
」

と

い

う
の

は

「

金
を
借
り
に

来
た
」

と

い

う
意
味
で

あ
る

。

無
心

と
い

う
概
念
は

あ
ら
ゆ
る

使
い

方
に

対
し
て

無
防
備
で

あ
っ

て、

何
と

で

も

使
わ
れ
て

し
ま
う
の

だ
と

思
う

。

そ
の

状
況
の

な

か

で

特
に

禅
の

人
が

使
う

時
に

、

無
心
は

倫
理

的
な

概
念
で

は

な

い

と

い

う
こ

と

を

強
調
し

、

そ
れ
が

大
拙
の

善
悪
の

彼
岸
の

よ

う
な
語
り

方
に

な

る
。

つ

ま

り、

彼
は

正

義
に

捕
わ
れ
な
い

と

い

う
こ

と

を

強
調
す

る

た
め

に、

正

義
に

は

関
わ

ら
な
い

と

い

う
側
面
を

語
っ

た
。

し
か

し
同
じ
だ
け

正

義
に

関
わ
っ

て

も

よ
い

わ
け
で

あ
り、

私
は
こ

の

関
わ
る

局
面
を

強
調
し
て

バ

ラ
ン

ス

を
と

り
た
い

と

思
う。

む
し
ろ

正

義
の

倫
理
を
語
る

方
に

無
心
を
共
有
し

て

欲

し
い

と

言
っ

た

方
が

よ

い

か

も
し

れ
な
い

。

も
し
霊
性
と

い

う
言
葉
を
こ

こ

に

重
ね
て

い

い

な
ら
、

政
治
的
祉
会
的
事
柄
に

関
わ

る

人
に

こ

そ
、

霊

性
の

問
題
を

共
有
し
て

欲
し
い

、

共

有
さ
れ
る
べ

き
は

ず
だ

と

思
う
。

私

は

そ
の

よ
う
な

関
心
を

強
く
こ

の

言
葉
に

読
ん

だ
と

い

う
こ

と

で

あ
る

。

　
二

　
会
場
か

ら
の

質
問
に

対
す
る

応
答

（

1
）

高
田
氏
は、

第
一

に
、

浄
土

真
宗
の

教
学
は

近
代
に

西

洋
哲

学
が

導
入
さ

れ
て

後
に

近
代
化
さ

れ
た
と

聞
い

て

い

る

が、

近
代
化
さ
れ

る

以

前
と

以
後
と
で

ど

の

よ

う
に

変
わ
っ

た
の

か
、

第
二

に
、

「

思

想
」

の

個

人
性
と

「

教
え

」

の

普
遍
性
の

関
係
を
ど
の

よ

う
に

考
え
た
ら

よ

い

か
、

と

い

う
質
問
に

対
し
て、

以
下
の

よ
う
に

応
答
し
た
。

　
第
一

の

質
問
に

対
し
て

で

あ
る

が、

親
鸞
の

本
願
の

聞
思
へ

の

教
学
的

反
省
は、

親
鸞
の

思
想
の

歩
み

に

即
し
て

そ
れ

を
再
構
成
し

、

反
省
す
る

者
自
身
も

深
く

そ
れ

に

参
与
す
る

思
索
で

あ
る

。

そ
の

な

か

で

明
治
以

降、

近
代
化
が

な
さ
れ
て、

そ

う
い

う

角
度
か

ら

の

議
論
が

な
さ

れ

て

き

て
、

私
も
そ

れ
に

学
ぶ

と

こ

ろ

大
で

あ
る
が

、

近
代
化
さ

れ

る

以
前
か

ら

の

教

学
と

近

代
化
さ
れ
た
教

学
と

は
、

本
願
理

解
の

聞
思
の

追
思
索
・

追

体
験
の

可
能
性
の

な
か

の

差
異
だ
と

思
っ

て

い

る
。

確
か

に

両

者
は
違
う

角

度
か

ら
の

議
論
に

な

っ

て

い

る

が、

両

方
と
も

あ
り

得
る

も

の

で

あ

る
。

（1　167）75
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第
二

の

質
問
に

対
し
て

で

あ
る
が
、

思
想
の

個
人
性
と

い

う

角
度
か

ら

の

理
解
と

い

う
こ

と

は
近

代
的
な
思

索
を
引
き
込
ん
だ
と

こ

ろ

で

の

話
で

あ
り、

深
澤
氏
が

私
の

発
表
に

関
し

て

言
わ
れ
た
よ

う
に

、

プ
レ

と
ポ

ス

ト

と
い

う

状
況
に

即
し
て

の

思

索
と

い

う

も
の

を
超
え
た
と

こ

ろ
に

親
鸞

思
想
の

聞
思
の

追
思
索
と

い

う
も
の

が
あ
る

。

親
鸞
思

想
の

聞
思
の

方
が

根
本
的
で

あ
る

と

私
は

考
え
る。

そ
う
す
る

と
、

教
え
の

普
遍
性
を
追
体

験

す
る

と

い

う
こ

と

は

伝
統
的
教
学
と
近

代
教
学
の

ど
ち
ら

も

行
っ

て

い

る

の

で

あ
っ

て
、

思

想
の

個
人
性
と

い

う
の

は
、

先
ほ
ど
の

読
書
宗
教
と

し
て

の

親
鸞
思
想
と

い

う
こ

と
で
、

い

わ
ば

或
る

部
分
を
切
り

取
っ

た
も

の

で

あ
る

。

親
鸞
が

生
き
た

念
仏
の

教
え
の

聞
思
の

歩
み
と

い

う
も
の

に

即
し

て

見
れ

ば
、

教
え
の

普
遍

性
を

思
索
す
る

こ

と

で

十
分
な
の

で

は

な

い

か

と

思
う

。

だ
か

ら

宗
教
研

究
は

プ

レ

と

ポ

ス

ト

の

状
況
に

お

い

て

議

論
が

白
熱
す
る

が
、

プ
レ

と
ポ

ス

ト

の

区
別
が

超
え

ら

れ

て

し

ま

っ

た

と

こ

ろ

に

あ
る
も
の

が

結
果
と

し

て

宗
教
の

共
同
体
を
形

成
し
て

い

く
よ

う

な
あ
り

方
で

あ
り、

そ

れ

を
宗
教
と

見
る

な

ら
ば
、

プ

レ

と

ポ
ス

ト
の

違

い

は

賦
鳥
Φ

o

暮

し
て

し
ま
う
の

で

は

な
い

か

と

思
う

。

（

2
）

杉
村
氏
に

は
、

「

証
雪
口

」

や

「

自
覚
」

の

個
人
性
は

ど

の

よ

う
な

経
路
・

論
拠
で

そ

こ

か

ら

出
て

く
る

「

教
え

」

「

理

説
」

の

普
遍
性
を

要

求
し

う
る

の

か
、

宗
教
的
な

も
の

が

何
故
現
代
の

哲
学
の

思
索
に

取
り

入

れ

ら

れ
な

け
れ
ば
な

ら

な

い

の

か
、

と

い

う
質
問
が
あ

り
、

杉
村
氏
は

以

下
の

よ

う

に

応

答
し

た
。

　

哲
学
と

い

う
か

た
ち

で

な
さ

れ
た
思

索
の

形
態、

宗

教
と

い

う
か

た
ち

で

営
ま

れ

て

き
た

生
の

有
り
よ

う、

こ

れ

ら
に

共
通
す
る

と

こ

ろ

が

あ
る

と

し
た

ら、

個
と

普
遍
の

繋
ぎ

方
と

い

う
も
の

を

さ
ま
ざ
ま
な

形
で

開
発

し

て

き

た
と

い

う
こ

と

だ
と
思

う
。

つ

ま
り

哲
学
と

い

う
と

原
理

的
な
思

索
で

あ
っ

て

普
遍
性
要
求
を
基
本
に

し

て

い

る

と

言
わ
れ
る

か

も
し

れ

な

い

が、

そ

の

普
遍
性
と

い

う
も

の

を

確
か

め
る

仕
方
な
し

に
、

こ

う
い

う

言
説
が

原
理
で

あ
り

普
遍
で

あ
る

と

言
っ

て

も
根
拠
が

な

い
。

い

か

に

し

て

普
遍
性
を

確
か

め

る

か

と

い

う
そ
の

仕
方
に
、

哲
学
の

生

命
線
が

あ

る
。

そ

の

確
か

め
と

い

う
こ

と

は
や

は

り

個
に

お

い

て

な
さ

れ
る

と

思

う
。

同
じ

こ

と

は

哲
学
の

よ

う
に

知
と
い

う
形
で

で

は
な

い

に

し

て

も
、

宗
教
に

お

い

て

も
言
え
る

。

個
々

の

人
間、

ま

さ

に
一

人
ひ

と

り
と

い

う

も
の

と

宗
教
に

お

い

て

問
題
に

な
っ

て

い

る
真
理
（
あ
る

い

は

真
理

と

い

う

固
い

言
葉
を
使
わ
な
く
て

も、

最
も
大
事
な

こ

と
）

と

の

関
係
づ

け

の

仕
方
と
い

う
こ

と

が
、

や
は

り
生
命
線
で

あ
る
。

特
に

現

代
的
な

状
況
を

踏
ま
え
て、

そ

の

辺
に

よ
り
強
調
点
を
置
き
た

い

と

い

う
こ

と

で、

私
は

今
回、

思

索
が
立

ち
上

が

る

「

仕
方
」

と

い

う

こ

と

に

こ

だ

わ
っ

た

し、

そ

う
い

う
形
で

「

証
言
」

と

「

自
覚
」

と

い

う

こ

と

を

も
ち

出
し

た
。

お

そ

ら

く
そ
れ
に

対
応
す

る
問
題
次
元
が

高
田
民
の

場
合
は

「

聞
思
」

で

あ

り
、

西
平
氏
の

場
合
は

「

無
心
」

で

あ
る

と

思
う

。

そ

の

点
で

共
通
す
る

地
平
が

あ
る

と

思
わ

れ

る
。

　

次
に、

現
代
で

何
故、

哲
学
の

自
己

解
体
的
な

思

索
に

お

い

て

宗
教
的

な
も
の

が

再
活
用
さ

れ

な

け

れ

ば
な

ら
な

い

か

と

い

う
問
題
に

つ

い

て

で

あ
る
が
、

現
代
に

お

い

て

プ
レ

に

戻
る

の

で

は

な
い

に

し
て

も、

そ
も
そ

も
宗

教
と

哲
学
と

は
個
と

普
遍
の

繋
ぎ

方
と

い

う
こ

と

に

関
し
て

重
な

り

合
う
と

こ

ろ

が

あ
る

の

で

は

な
い

か
。

個
が

普
遍

的
な
か

た

ち
で

何
か

を

確
認
す
る

と

い

う
こ

と

が
今
ま
で

の

仕
方
で

は

難
し
い
、

こ

れ
は

哲
学
に

お

い

て

も

宗
教
に

お

い

て

も

非
常
に

困
難
に

な
っ

て

い

る
。

そ

の

と

き

に

哲
学
の

側
か

ら

思
索
を
立
ち
上
げ
直
す
重
要
な

手
掛
り
と

し

て

哲
学
と

宗

教
の

接
点
と

い

う

も
の

が

再
活
用
さ

れ
る

と
い

う
こ

と

が

あ
り
得
る

の

で
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デ ィ ス カ ッ シ ョ ン の要約

は

な
い

か

と

考
え
る

。

（

3）

西
平
氏
は

、

第
一

に
、

「

信
じ
る
」

と

い

う
行
為
が
一

つ

の

捕
わ

れ
〔
我
執
）

だ
と
い

う

見
方
を
と
る

と
、

信
仰
は

無
心
と

は

別
な

も
の

だ

と

捉
え

る

こ

と

は

で

き

な
い

か、

第
二

に
、

無
心
と

は

無
我
心
で

あ

る

か、

そ

れ

と

も

は
か

ら
い

の

心
も
な
い

と

い

う
こ

と

で

あ
る

か、

第
三

に
、

無
心
に

な
る

た
め

に

は
ど

う
い

う
方

法
が

あ
る
か
、

ま

た

無
心
に

な

る
こ

と

を

妨
げ
る
も
の

は

ど

う
い

う
も
の

か、

と

い

う
質
問
に

対
し
て
、

以
下
の

よ

う
に

応

答
し

た
。

　
信
じ
る

と

い

う
こ

と

と

無
心
と
い

う
こ

と

は

む

し

ろ

逆
方

向
で

は

な

い

か

と
い

う
こ

と

だ
が、

そ

れ
は

私
の

宗
教
理

解
の

偏
り
で

あ
る

か

も
し

れ

な
い

。

そ

れ
を
痛
切
に

感
じ
た

の

は、

イ

ン

ド

や

ネ
パ

ー
ル

の

友
人
た

ち

と
話
を
し

た

と

き
に、

宗
教
と

い

う

言
葉
に

連
想
す
る

言
葉
と

し
て

彼
ら

が

ま

ず
挙
げ
た
の

は

「

踊
る
」

で

あ
っ

た
。

そ
の

次
が

「

祝

福
さ

れ
る
」

と
い

う
言
葉
で

あ
り

、

そ

れ
は

何
か

と

尋
ね

る

と
、

「

も
う
か

る
こ

と
だ
」

と

答
え

て

彼
ら
は
笑
っ

た
。

現
世
的
と

い

う
か

、

そ

う
い

う
形
で

祝
福
さ

れ
て

生
き

生
き

と

生
き

て

い

く
こ

と

が

彼
ら

の

信
仰
の

あ
り

方
だ

と

思

う
。

そ

れ
に

面
し
た
と

き

に
、

私
は

違
う

仕
方
で

感
じ

て

き
た
こ

と

が

わ

か

っ

た
。

ど

こ

か

自
分
を

消
し

て

ゆ
く
と
い

う
か

、

存
在
を
小
さ

く
し

て

い

く
と

い

う
か、

押
田

成
人
神
父
が

「

自
我
の

匂
い

の

し
な
い

方
へ

」

と

い

う
こ

と

を
書
い

て

お

り
、

そ

れ
に

続
け
て

「

ポ
ケ

ッ

ト
に

乎
を

突
っ

込

ん
で

口

笛
を
吹
き
な
が
ら

」

と

言
う

。

つ

ま

り

固
い

霊
性
と

い

う

言
い

方

を
し

な
い

で、

そ

う
い

う

言
い

方
を

す

る
の

が

ぴ
っ

た

り
く
る

よ

う
な

そ
う
い

う
自
分
の

宗
教
理

解
が
、

宗
教
と

い

う
営
み

全
体
の

ど
こ

に

位
置

つ
く
の

か

が
理

解
で

き

な

い

ま

ま
で

あ
る

。

た

と

え
ば

平
安
期
の

仏
教
が

も
っ

て

い

た

命
の

エ

ネ
ル

ギ
ー

の

よ
う
な
も

の

よ

り
、

鎌
倉
仏
教

的
な
も

の

の

方
が、

自
分
に

は

ど

う
し

て

も
近
く
感
じ

て

し

ま

う
。

日
蓮
的
な

も

の

に

惹
か

れ

な
が
ら

少
し
違
う

。

「

自
我
の

匂
い

の

し

な

い

方
へ

」

と

い

う
こ

と
を

信
仰
と

い

う
こ

と

の

根
っ

こ

に

感
じ

て

し

ま

う
。

だ

か

ら

指
摘

さ

れ
た
信

仰
と

無
心
を
結
び
つ

け

て

し

ま

う
の

は

か

な

り

強
引
な

読
み

込

み

だ
ろ

う
と

思
う

。

イ
ン

ド
・

ネ
パ

ー
ル

的
な

信
仰
を

生
き

る

人
た

ち

に

無
心
と
い

う
こ

と

が

通
じ
る

の

か
、

通
じ

な
い

の

か、

考
え
て

み

た

い

と

思
う。

　

次
に

第
二

の

質
問
に

関
し
て

言

う
と
、

世
阿
弥
の

用
語
法
で

は
、

コ

心
」

と
い

う

言
葉
と

「

無
心
」

は

同
義
語
で

あ
る、

つ

ま
り
“

舞
台
の

上

で
一

心
に

”

と
い

う
こ

と

と

”

無
心
に

な

る
”

と
い

う
こ

と
が

同
じ
で

あ

る
。

或
る
人
が

世
阿
弥
を
批
判
し
て

、

こ

の

時
期
の

世
阿
弥
は

ま
だ

本
当

の

無
心
に

至

っ

て

い

な
か

っ

た
と

述
べ

て

い

る

の

を
読
ん

で
、

私
は

そ

れ

は

演
劇
人
世
阿

弥
の

リ

ア
リ
テ

ィ

か

ら

離
れ
て

い

る

と
感
じ

た
。

］

心
と

し

か

言
い

よ

う

が
な

い

が、

そ

こ

に

止
ま

っ

た

ら

駄
目
と

い

う

意
味
で

は
、

無
心
と

い

う
の

は

常
に

否
定
的
な
エ

ネ
ル

ギ
ー

を

具
え

て

い

る

と
思

う
。

無
我
と

の

違
い

や

無
私
無
欲
と

の

違
い

と

い

う
よ

う
な

こ

と

を

は
っ

き

り
さ

せ

る

の

は
、

こ

ち

ら
が

作
為
的
に

操
作
概
念
と

し

て

整
理

し
な
い

と

無
理
だ
と

感
じ

る
。

思

想
史
の

な

か

に

入
り

込
む
と、

か

な
り
そ
れ
ぞ

れ

の

人
が

自
分
な
り
の

使
い

方
を

し

て

い

る

概
念
で

あ
る

。

　

第
三

の

質
問
に

つ

い

て

言
う
と

、

こ

う
い

う

問
い

は

宗
教
学
会
と
い

う

場
に

な
じ
む

問
い

な
の

だ
ろ

う
か

と

い

う
こ

と

を

聞
い

て

み

た
い
。

な
じ

ん

で

欲
し

い

と

私
は
思
っ

て

い

る
。

私
は

ど

こ

か

で

こ

う
い

う

問
い

を
書

く
人
が

集
っ

て

い

る
と

い

う
こ

と

を

期
待
し

な
が

ら、

そ

ん

な
プ

リ
ミ

テ

ィ

ブ

な
こ

と

を

言
っ

た
ら
笑
わ

れ

る

な
と

ど

こ

か

で

思
っ

て

い

た
。

こ

う

い

う

問
い

は

こ

う
い

う
場
で

ど
の

よ

う
に

受
け
取
ら
れ
て

い

る

か

う
か

が
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っ

て

み

た

い
。

っ

た
。

）

（

西
平
氏
の

こ

の

問
い

に

対

す
る

会
場
で

の

応
答
は

な

か

　

三

　
ま
と
め

　

以
上

の

質
疑
応

答
を

経
て
、

司
会
は

以

下
の

よ

う
に

シ

ン

ポ
ジ
ウ

ム

全

体
を

締
め

く
く
っ

た
。

　

現
代
の

患
想

状
況
の

な
か

で
、

思

索
は

思
想
と

し

て

提
示
さ

れ
る

も

の

に

対
し

て

解
体
と
い

う

仕
方
で

働
か

ざ

る
を

得
な
い

方
向
性
を
も
っ

て

い

る
。

そ

う
い

う
再
帰

的
視
線
な

し

に

思
想
と

い

う
こ

と

を
問
題
に

す
る

こ

と
が

不
可
能
に

な
っ

て

い

る

と

い

う
こ

と

が
、

我
々

の

直
面
し
て

い

る

困

難
で

あ
る

。

そ

れ
が
、

今
同
の

シ

ン

ポ

ジ

ウ

ム

で

は

三

人
の

発
表
が
い

ず

れ
も

“

生
ま

れ

る
”

と
い

う
場
面
を
扱
っ

て

い

た
こ

と

が

津
日
さ
れ
る

。

高
田
氏
の

聞
思
と

い

う
の

は

念

仏
の

信
が

生
ま
れ
る

場
面
で

あ
り、

杉

村

氏
は

ポ
ス

ト

哲
学
的
思
索
が

立
ち

上
が
る

と

い

う

場
面
を

語
ろ

う
と
し、

西
平
氏
も
ま
さ

に

個
人
の

な

ま
の

思
想
が

生
ま
れ
る

現
場
を

扱
っ

た
。

宗

教
が

思
想、

思

索
と

関
係
す
る

と

こ

ろ

と

い

う
の

は

何
も
の

か

が

“

生
ま

れ

る
”

と

こ

ろ

で

あ

り、

誕
生
を

可
能
に

す
る
と
い

う
こ

と

こ

そ
、

宗
教

に

お

け
る

思
索
と

い

う

形
に

せ

よ
、

宗

教
と
し

て

の

思

索
と

い

う
形
に

せ

よ、

思
索
と

し
て

の

宗
教
と

い

う
形
に

せ

よ
、

宗
教
と
思

索
が

切
り
結
ぶ

と
い

う
こ

と

の

大
き
な

可
能
性
で

あ
る
と

思

わ
れ
る

。

そ
れ

を

提
示
し
た

こ

と
に

今
回
の

シ

ン

ポ

ジ
ウ

ム

の

意
義
を

見
出
し

た
い

。

（

要
約

　
第
六

八

回
学

術
大
会

事
務
局
）
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