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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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パ ネ ル

を

通
し
て

信
仰
を
獲

得
す
る

こ

と

を

尊
ん

だ
。

尊
ぶ

ば
か

り
で

は

な
く

、

自

分
が

実

際
に

ど

の

よ

う
な

宗
教
体
験
を

し
た
の

か

を
、

「

信
仰
告

白
」

　（
体
験

談
）

と

し

て

意
識
的
に

語
り

、

ま

た
自
己
の

も

と

に

集
う
信

徒
た

ち
に

も
そ

れ

を

語
ら

せ

た
。

そ

の

最
大
の

成
果
が、

常
観
が

主
催
し
て

い

た

『

求

道
』

誌
に

お

け
る

「

告
白

」

欄
で

あ
り、

こ

の

欄
に

は

常
観
の

信

徒
た
ち
に

よ
る

赤
裸
々

な

信
仰
体
験

談
が

数
多
く

掲
載
さ

れ

て

い

る。

　
「

告
白
」

欄
に

体
験

談
を

寄
せ

た

信
徒
に

は
、

学
生
が

最
も

多
く

、

こ

れ

は

常
観
の

影
響

力
が
青

年
知
識
人
に

対
し
て

大
き
か
っ

た
、

と

い

う

通

説
を

裏
書
す
る

。

女

学
生
も

複
数
名。

次
い

で

多
い

の

が
主

婦
と

真
宗
僧

侶

で、

後

者
に

は

大
谷

派
の

み

な

ら

ず
本
願
寺

派
の

者
も

い

た
。

加

え

て
、

医

師、

自
営
業
者、

商

家
の

奉
公
入、

会
社
員、

郵
便
局

員、

公

務

員、

機
関
車
運

転
手

、

工

場
勤

務
者

、

農
夫

、

政
治
家
か

ら

軍
人
ま

で、

常
観
の

も
と

に

集
っ

た

信
徒
の

職
種
は

多
岐
に

渡
る
。

生
家
が

代
々

の

真

宗
門
徒
で

あ
る

場
合
が

目
立
つ

が、

ク

リ

ス

チ
ャ

ン

か

ら

改
宗
し
た
人

物

な
ど

も

い

る
。

ま

た、

同
時
代
の

宗

教
運
動
と

し
て

著
名
な

精

神
主
義
や

無
我
愛
等
に

関
与
し
な
が
ら

、

常
観
の

も
と

へ

と

至
っ

た

者
も
散
見
さ

れ

る
。

　
こ

う
し

た

様
々

な

来
歴

を
も
つ

信

徒
た

ち
が
、

自
己

の

身
に

訪
れ

た

「

人
生

問
題
」

、

例
え
ば

病
気
や

家
庭
不

和
や

身
内
と

の

死

別
、

あ
る

い

は

世
界
の

不
可
解
さ

に

対
す
る

疑
念
や

生
き

る

こ

と

そ

の

も
の

へ

の

実
存

的
な

不

安
を

語
り

、

ま

た

そ

の

「

問

題
」

が

信

仰
を

得
る

こ

と
に

よ

り

「

解
決
」

さ

れ

た
こ

と

を

語
る

。

「

解

決
」

と

は
、

例
え
ば

病
に

関
し
て

い

え
ば

、

そ
れ
が

医

療
的
な

意
味
で

「

治
る

」

こ

と

が

ま
ず
何
よ
り

求
め

ら

れ
た

。

し

か

し

そ

う
し

た

「

現
世

利
益
」

的
「

解
決
」

に

と

ど

ま

ら

ず、

医
療
に

よ

っ

て

も

信
仰
に

よ

っ

て

も

決
し
て

「

治
ら

な

い
」

病
に

苦

し
む

な
か
、

そ

の

病
苦
を
「

如

来
様
か

ら
の

恩

寵
」

と

肯
定
的
に

解
釈

し、

「

問
題
」

を

「

問
題
」

と

し

な
い

と

い

う
「

解
決
法
」

も
ま

た
あ

り

え
た

。

こ

の

よ

う
な

複
層
的
な

信
仰
受
容
の

も

と

に、

近

代
に

お

け
る

真

宗
信
徒
た
ち

の

体
験
的
な

「

教
え
」

理

解
は

あ
っ

た

の

で

あ
る

。

　

常
観
の

信
徒
た

ち

は
、

こ

の

様
に

自
己
の

苦
難
と

獲
信
の

体
験
に

つ

い

て

反
省
し
、

そ
れ

を

語
る

こ

と

を

通
し
て、

信
仰
を
確
立
し
一

人
の

真
宗

者
と

し
て

の

自
我
を

確
立
し

て

い

っ

た
。

こ

の

自
我
確
立
の

過

程
に

は

し

か

し
、

必
ず
と
い

っ

て

よ

い

ほ

ど、

他
者
の

信
仰
体
験
に

対
す
る

共
感
が

伴
っ

た
。

す
な
わ

ち

自
己
に

先
立
っ

て

苦
難
と

獲
信
の

道

程
を

経
て

き

た

者
た

ち
の

体
験
を、

自
分
の

身
に

起
っ

た

／
起
り
う
る

体
験
と

し
て

感
じ

と

り、

そ

う
し
た
同

調
の

感
覚
の

中
で

自
己
の

信
仰
に

新
た
な
意
味
を

与

え

て

い

く

と

い

う
プ
ロ

セ

ス

で

あ
る

。

信
仰
と

は、

あ
く
ま
で

も
「

私
」

が

得
る

も

の

で

あ
り
な
が
ら、

し
か

し

既
に

他
の

誰
か

が

そ
れ
を
得
て

い

た

か

ら
こ

そ
、

そ
こ

に

真
実

性
を
認
め
る

こ

と

が

で

き
る

も
の

な
の

だ
。

　

常
観
を
ひ

と

つ

の

核
と
し
て、

様
々

な
職

種
や

来
歴
や

も
つ

信
徒
た

ち

が

互
い

の

信
仰
体
験
に

意

味
を
付
与
し
あ
う

。

こ

の

相
互

反
照
し

あ

う

信

仰
ネ
ッ

ト

ワ

ー
ク
の

運
動
に
、

常
観
が

近
代
に

お

い

て

再
構
築
し

た

真
宗

仏
教
の

独

創
性
は

あ
っ

た
。
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