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ハ 不 ル

は
な
く

、

日
本
的
な

宗
教
意
識
・

宗
教
心
理
が

ど
う
し
て

こ

の

よ

う
に

な

っ

て

き
た
か

を

説
き

ほ

ぐ
し

て

ゆ

く
。

ま

た
、

そ

れ
ぞ
れ
の

国
の

仏
教
を

日
本
の

物

驚
し
で

測
る

こ

と

は

誤
っ

て

い

る

と

い

う
。

鈴
木

大
拙
と

比
較

す
れ
ば
明
ら
か

に

西
田

の

そ

れ
は

視
野
が

閉
ざ
さ

れ
て

い

る
。

仏
教
自
身

も
自
己
否

定
を

必
要
と

す
る

。

そ

う
で

な
い

と

「

娑
婆
が
浄
土
を

映
し

、

浄
土
が

娑
婆
を

映
す、

明
鏡
相
照
ら
す
」

と
は

な

ら
な
い

。

そ

れ
は

「

明

鏡
」

で

あ
っ

て

も
鏡
に

過
ぎ

ず
、

真
の

実

在
の

像
は

失
わ
れ
て

し
ま

う
の

で

あ
る

。

西
田
の

「

内
在
的

超
越
」

の
一

方
だ
け

の

主
張
に

は

疑

問
が
残

る
。

パ

ネ
ル

の

主
旨
と

ま

と

め

藤

田

正

　
勝

　

西
田

幾
多
郎
は
、

そ

の

初
期
の

思
索
か

ら

晩
年
に

至

る

ま
で
、

宗

教
の

問
題
に

深
い

関
心
を
寄
せ

て

い

た
。

た

と

え
ば
『

善
の

研
究
』

で

は

宗
教

は

「

哲
学
の

終
結
」

で

あ
る
と

言
わ

れ

て

い

る
。

し
か

し
、

そ

の

よ
う
に

言
わ
れ
る

と

き、

「

宗
教
」

の

も
と

に

何
が

理

解
さ
れ

て

い

た

の

か

は
明

ら
か

で

は

な

い
。

も
ち

ろ

ん
、

一

方
で

は

仏
教
や
キ
リ
ス

ト

教
へ

の

深
い

理

解
と

共
感
が

語
ら

れ
て

い

る

が
、

し
か

し

他
方

、

そ
の

よ
う
な

現
実
の

宗
教
に

対
す

る

根
本
的
な

批
判
も

ま

た
語
ら
れ
て

い

る
。

そ
し
て

宗
教
の

あ
る
べ

き
あ
り

方
に

つ

い

て

さ
ま

ざ

ま
な

観
点
か

ら

語
ら
れ
て

い

る
。

本

パ

ネ
ル

で

は、

そ

の

よ

う
な
仕
方
で

語
ら

れ
た

西
田

の

宗
教
理

解
の

全
体

像
を

浮
か

び

上
が
ら
せ

る

と

と

も
に、

そ

れ
が

有
す
る

意
義
と

問
題

点
と

を

明
ら
か

に

す
る
こ

と
を
め

ざ

し
た
。

　

小
坂

国
継
は

「

西
田

幾
多
郎
の

宗
教
思
想
の

特
質
」

と

題
し

た

提
題
に

お

い

て
、

西
田
幾

多
郎
が

生
涯
を
通
し

て

探
究
し

た

も

の

が
、

自
己

と

そ

の

根
源、

お

よ
び
そ
の

関
係
で

あ
っ

た

こ

と、

そ

し

て

そ

の

関
係
が

最
終

的
に

は、

絶
対
矛

盾
的
自
己
同
一

的
関
係
と

し

て
、

つ

ま

り
、

内
在
的
な

も
の

が

超
越
的
で

あ
り、

超
越
的
な

も
の

が

内
在
的
で

あ
る

と

い

う
関
係

と

し
て

捉
え

ら

れ
た
こ

と
、

そ

の

点
で

キ
ェ

ル

ケ

ゴ

ー

ル

の

思
想
と

の

近

さ

が

見
て

と

れ

る

こ

と
、

し

か

し

そ

れ

に

も

拘
わ

ら

ず
両
者
の

間
に

相
違

が

存

在
す
る

こ

と

を
明
ら

か

に

し

た
。

　

浅
見
洋
は

「

西
田
の

宗
教
思
想
と

キ

リ
ス

ト

教

的
終
末
論
」

と
題
し
た

提
題
を

行
っ

た

が
、

と

り

わ

け

「

終
末
論
」

の

概
念
に

注
日
し、

西
田
の

理

解
が

「

現

在
」

な

い

し

，

瞬
間
」

の

意

味
を
強
調
す
る

「

現
在

的
終
末

論
」

と

い

う

性
格
を
も

つ

こ

と、

そ

れ

に

対
し
て

現

代
の

キ

リ
ス

ト

教
で

は、

終
末
が
、

将
来
す
る

希
望
の

出

来
事
と

し
て

語
ら
れ
て

い

る
こ

と

を

論
じ

た
。

　

井
上

克
人
は

「

西
田

哲

学
と

禅
仏
教
し

と

題
し
た
提
題
に

お

い

て
、

西

田
の

禅
理
解
が
、

　一

般
に

言
わ
れ
る

よ

う
に
、

臨
済
・

白
隠
系
統
の

禅
よ

り
も

、

む

し
ろ

荷
沢
神

会
や
圭

峯

宗
密
ら

荷
沢

宗
の

禅
に

つ

な

が

る

こ

と
、

そ
れ

は
、

西
田
の

な
か

に

「

超
越
的
な

も
の
」

へ

の

志
向
が

あ
り、

そ

の

内

在
と

超
越
の

論
理
の

究
明
に

関
心
が

向
け
ら

れ
て

い

た

こ

と

に

よ

る

こ

と

を

論
じ
た

。

　

高
坂

史
朗
は

「

内
在
的
超
越
の

宗
教
観
」

と

い

う
論
題
で

、

西
田

が、

「

内
在
的
超
越
と

超
越
的
内
在
」

の

絶
対
矛
盾
的
自
己

同
一

に

お

い

て

宗

教
が

成
立
す
る

と

考
え
て

い

た

こ

と
、

し

か

し

「

将
来
の

宗
教
」

は

「

内

在
的
超
越
」

の

方
向
に

見
い

だ
さ

れ

う
る

と

考
え

て

い

た

こ

と
を

明
ら
か
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パ ネ ル

に

し
た

。

同

時
に

、

そ

の

よ

う
に
→

方
に

力
点
を

置
く
こ

と
に

対
し
て

疑

念
を

示
し
た

。

　
こ

の

四
つ

の

提
題
を

受
け
て
、

コ

メ

ン

テ

ー
タ
の

森
哲
郎
は、

ま

ず
小

坂
に

対
し

て
、

「

絶
対
無
の

自
覚
」

の

本
来
の

意
味
は

「

逆

対

応
」

で

は

な

く
、

む
し
ろ

自
己
が

絶
対
無
そ
の

も
の

で

あ
る
と
い

う
点
に

あ
る

と

い

う

主
張
に

対
す
る

説
明
を

求
め

た
。

浅
見
に

対
し
て

は
、

西
田
の

神
理

解

が

結
局
の

と
こ

ろ

「

哲
学
者
の

神
」

で

あ
っ

た

と
い

う

理
解
に

対
す
る

説

明
を

求
め

た
。

井
上
に

対
し

て

は
、

臨
済
・

白
隠
系
統
の

禅
に

は

「

超

越
」

へ

の

志

向
が
な

い

の

か

ど

う
か

と
い

う
質
問
を
提

出
し

た
。

最
後
に

高
坂
に

は

東
ア

ジ
ア

の

諸
宗
教
と

の

対
比
で

西
田
の

宗

教
観
の

特
徴
を
明

ら
か

に

す
る
こ

と

を
求
め

た
。

ま
た

フ

ロ

ア

ー

か

ら
は

、

「

体
用

相
即
」

の

問
題
や
「

絶
対

無
」

と

「

逆
対
応
」

と
の

関
係
の

問
題
な
ど

を
め
ぐ
っ

て

質
問
が

出
さ

れ
た

。

　
本
パ

ネ
ル

が

果
た

し
え
た

役
割
は
、

西
田

幾
多
郎
の

宗
教
理

解
の

特
質

を、

禅
仏
教
や

キ
リ
ス

ト

教
、

そ

の

他
の

東
ア

ジ
ア

の

宗
教
と
の

関
わ

り

と

い

っ

た

多
様
な

観
点
か

ら

明
ら
か

に

し

え
た

点
に

あ
る
と

考
え
る

。

さ

ら
に

そ

の

特
質
を
と

り
わ
け

て

「

内
在
的
超
越
」

と

い

う
概
念
で

言
い

表

し

う
る

こ

と
、

そ
の

点
で

キ
ェ

ル

ケ

ゴ

ー
ル

の

思
想
と

の

近
さ
が

存
在
す

る
こ

と

を
明
ら

か

に

し
え
た

点
な
ど

も
、

そ
の

成
果
に

挙
げ
る
こ

と

が
で

き
る

で

あ
ろ

う
。

近
角
常
観
と

そ
の

時
代

代
表
者

・

司
会

　
岩
田

文

昭

コ

メ

ン

テ
ー

タ
　
島
薗
　
進

近
代
真
宗
の

体
験
主

義

　
　

−
近
角

常
観
と

そ

の

信
徒
た
ち

の

信
仰

碧

海

寿

広

　
近
代
の

真
宗
と

は

何
で

あ
っ

た

か
。

こ

の

問
い

に

答
え

る

た

め

に

は、

知
識
人
の

思

想
や

専
門
家
に

よ
る

教
理

学
に

ば
か

り
注

目
し
て

い

て

は

不

十
分
で

あ
り、

真
宗
の

教
え
が

個
々

人
に

お

い

て

い

か

に

「

生
き

ら

れ

た
」

か
、

と

い

う
実
態
を

解
明
す
る

こ

と

が

不
可
欠
で

あ
る

。

だ
が

従
来

の

研
究
は
、

真
宗
大

谷
派
の

近
代
的

改
革
者
で

あ
る

清
澤
満
之
や、

戦
後

の

「

同
朋
会
運
動
」

に

連
な

る

偉
人
た

ち
の

生
涯
に

関
心
を

寄
せ

る

傾
向

が

強
く、

そ

こ

に

収
ま

ら
な

い

「

生
き

ら
れ

た
」

真
宗
の

拡
が

り
を

見
て

い

く

意
欲
に

は

乏
し

か

っ

た
。

例
外
と

し

て、

「

妙
好
人
」

に

関
す

る

研

究
が

庶
民
的
な

真
宗
受

容
の

諸
相
を

明
ら

か

に

し
て

き

た
が

、

近
世

期
と

大

差
な
い

「

妙
好
人
」

の

性
格
ゆ

え

に
、

近

代
性
を

問
う
に

は

不
足
が

あ

っ

た
。

　
近
角
常
観

二

八
七

〇
1
一

九
四

こ

と
そ

の

信
徒
た

ち
に

よ
る

宗
教

実
践
の

意

義
を

再
考
す

る
こ

と
は、

こ

の

研
究
史
上
の

欠
損
を

補
う
上
で

非
常
に

有
益
で

あ
る

。

常
観
は
近
代
の

仏
教
者
の

中
で

も

頭
抜
け
た

体
験

主
義
者
で

あ
り

、

理

屈
や

教
学
で

は

な
く、

各
々

の

人
間
が

自
己

の

体
験
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