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パ ネル

近
角
常
観
と

知
識
人
青
年

　
　
　
　

三

木
清
と

武
内
義
範

岩
　
田

　
文

　
昭

　

田
邊
元
が

自
身
の

＝
咼

時
代
を
回
顧
し

て

述
べ

て

い

る
よ

う
に、

近

角

常
観
は、

内
村
鑑
三

ら

と

並
び

評
さ
れ
る

ほ

ど
、

当
時
の

青
年
知
識
人
に

影
響
を

与
え
た

。

そ

の

影
響
範

囲
は、

古
澤
平

作
を

介
し
て

の

精
神
分
析

運
動、

伊
藤
左

千
夫
や

宮
澤
賢

治
と
い

っ

た

文

筆
家

、

三

井
甲
之
な
ど
の

超
国
家
主

義
者
た

ち

ら

極
め

て

多
岐
に

わ

た

る
。

と

こ

ろ

が
、

近

角
が
日

本
近
代
精
神
史
に

占
め

る

意
義
つ

い

て

は
、

ほ

と
ん

ど

研
究
さ
れ
て

こ

な

か

っ

た
。

し

か

し
、

近
角
と

い

う
存
在
を
念
頭
に

お

く
こ

と

で

見
え
て

く

る
思

想
史
的
連
関
が

存
在
す
る

。

そ

の

こ

と

を
三

木
清
と

武
内

義
範
の

思

索
を

例
に

と

っ

て

論
じ

て

み

た
い

。

　
三

木
も

武
内
も
学
生
時
代
に

近

角
に

親
近
し
て

い

た
。

そ

の

こ

と

を

両

者
は

著
作
上
に

も
記
し
て

い

る
。

だ
が、

こ

の

よ

う
な

両
者
に

思

想
的
連

関
が

あ
る

こ

と

に

気
付
か

れ
る

こ

と

は

な

か

っ

た
。

だ
が
、

三

木
の

遺

稿

『

親

鸞
』

は

武
内
の

『

教
行
信
証
の

哲
学
』

の

根
幹
に

あ
る

思
想
を

援
用

し
て

い

る
。

こ

れ
ま

で
、

こ

の

事
実
が

看
過
さ
れ、

武
内
に

由
来
す
る

思

想
を
三

木
の

思
索
と

誤

解
さ

れ
て

き

た

の

で

あ
る

。

そ

も
そ

も
、

三
木
は

わ
ざ

わ
ざ

武
内
の

著

作
を

人
に

依
頼
を

し
て

入

手
し

よ

う
と

努
力
し
て

い

た
。

そ

の

結
果
と
し
て、

武
内
の

思
想
を

取
り
入
れ

た

の

で

あ
る

。

三

木

が

依
拠
し

た
内
容
は、

第
冖

に、

正

像
末
の

史
観
が

親
鸞
の

三

願

転
入
の

自
督
文
の

超
越
的
根
拠
に

な
っ

て

い

る

と

見
な
す
こ

と

に

あ
る

。

こ

の

考

え

方
が

第
二

に
、

罪
悪
を

自
覚
す
る

独
特
の

あ
り
方
へ

の

理
解
に

つ

な

が

る
。

悪
を
悪
と
し

て

自
覚
す
る
に

は
、

そ

の

基

準
・

標
準
と

な
る

も

の

が

必
要
で

あ
る

。

と

こ

ろ

が
、

末
法
の

時
代
に

は

そ
の

自
覚
の

根
拠
が

不
明

と

な

る
。

こ

れ
に

対
し

て
、

親
鸞
の

思

想
構
造
は、

基

準
と

な
る

正

法
を

想
起
し

再
現
す
る

こ

と

で

悪
の

自
覚
を

可
能
に

し
て

い

る

と

捉
え

る

の

で

あ
る

。

第
三

に、

正

像
末
史
観
と

浄
土

教
史

観
は

表
裏
一

体
な
も
の

で

あ

る

と
三

木
は

武

内
に

な
ら

っ

て

記
し
て

い

る
。

こ

の

よ
う
な
三

木
の

武
内

へ

の

依
拠
は
、

三

木
と

武
内
が

と

も
に

近
角
に

親
近
し
て

い

た
こ

と

に

着

目
す
る

こ

と

で、

始
め

て

視
界
の

中
に

入
っ

て

き
た
の

で

あ
る

。

　
こ

こ

で

大
切
な
の

は、

三

木
と

武
内
が
思
想
を
共
有
し

た
理
由
の

探
究

で

あ
る

。

両
者
は
そ
の

哲
学
的
関
心
も
そ
の

個
性
も
相
当
に

異
な
っ

て

い

た
。

し
か

し
、

青
少
年

期
に

お

い

て

仏
教
的
世
界
観
に

共
感
を

抱
い

て

い

た
。

そ

し

て
、

日

本
の

近

代
化
が

進
展
す
る
中
で

、

か

つ

て

の

世
界
観
が

日

本
人
の

存
在
の

根
拠
と

し
て

成
り

立
ち

え

な
い

こ

と

を

痛
感
し

て

い

た
。

そ
の

よ

う
な
両
者
が
『
教
行
信
証
』

の

中
に

、

歴
史
的
社
会
と

人

間

の

存

在
根
拠
に

関
す
る
独

特
の

理

論
、

悪
を

悪
と

し

て

自
覚
さ

せ

る

屈

折

し
た

倫
理
的
働
界
観
を

見
出
し

、

そ

の

理
論
に

共
鳴
し

た

の

で

あ
ろ

う
。

そ

の

理

論
と

は
、

現
実

社
会
に

機
能
し

て

い

る

規
範
と

し

て

で

は

な
く、

歴
史

的
世
界
の

中
で
、

い

わ
ば

痕
跡
の

如
き

も
の

と

し

て

善
を

想
起
さ
せ

る

理

論
で

あ
っ

た
。

　
近

角
と

の

関
係
に

注
目
す
る

こ

と

で

三

木
の

思
想
に

対
し

て

も、

新
た

な

展

望
が

開
か

れ
て

く
る

。

従
来、

三

木
の

宗

教
理

論
に

対
し
て

は、

多

く
の

言
及
が
な

さ

れ
て

き
た
も
の

の
、

そ

の

理

論
を

真
正
面
か

ら
取
り
扱

っ

た
も
の

は

少
な
か

っ

た
。

し
か

し
、

近
角
を
基
準

点
と

お

く
こ

と

で
、

三

木
の

宗
教

哲
学
の
一

貫
し

た
姿
が

次
第
に

現
わ

れ
て

く
る

。

三

木
の

最
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ハ 不 ル

初
の

草
稿
『

語
ら

れ
ざ
る

哲
学
』

は
、

近

角
が

強
調
し

た

「

懺
悔
」

を

哲

学
の

方
法
と

し

て

取
り
上

げ、

「

よ

き

生

活
を

可
能
な
ら

し
め
る
」

た

め

に

「

絶
対
者
の

存
在
」

を

要
請

す
る

。

そ
し

て
、

「

語
ら
れ
る

哲
学
の

根

柢
」

の

探
究
を

自
ら

の

課
題
と

す
る

。

『

パ

ス

カ

ル

に

於
け

る

人

間
の

研

究
」

で

は、

パ

ス

カ

ル

の

図
式
を

借
り
な
が

ら、

「

宗
教
的

不
安
」

を

真

理

探
究
へ

の

動
力
源
と
し
つ

つ
、

哲
学
が

そ

れ

自
身
で

は

完
結
せ

ず
、

宗

教
に

よ

っ

て

完

結
す
る

姿
を

描
い

て

い

る
。

「

構
想

力
の

論
理
』

は
パ

ト

ス

と

ロ

ゴ

ス

の

綜
合
の

根
源
を

探
究
し

つ

つ
、

そ

の

根
源
に

あ
る

も
の

を

見
据
え
て

い

る
。

近
角
自
身
の

説
數
の

核
心
に

は
、

人
間
の

情
感
・

身
体

へ

の

深
い

理

解
と

歴
史
宗
教
へ

の

洞
察
が

存
在
し
て

い

た
。

そ
の

洞

察
に

共
鳴
を

し

た、

若
き

哲
学
徒
が

そ
の

生

涯
に

わ
た
っ

て

探
究
し

た
思
想
の

意
義
を

見
通
す
と

い

う

点
に

お

い

て

も
、

近
角
と
い

う

視
座
は

有
意
義
な

も
の

だ

と

思
わ

れ
る

。

近
代
大
谷

派
に

お

け

る

近
角
常
観
の

位
置

ラ

イ

ア
ン

・

ワ

ル

ド

　
近
年、

清
澤
満
之
（
一

八

六

三

ー
一

九

〇
三
）

に

関
す
る

研
究
が
多
く

発
表
さ

れ
、

清

澤
の

教
団
改
革

運
動
（
い

わ

ゆ

る

「

白
河

党
運
動
」）

が

再
評
価
さ

れ
て

い

る
。

一

方、

清
澤
と

同
時
代
に

活

躍
し
て

い

た

近
角
常

観
（
一

八
七
Q
ー
】

九
四
一
）

に

関
す

る

研
究
は

皆
無
と
い

っ

て

い

い

ほ

ど
な
い

と

い

う
の

が

現
状
で

あ
る

。

さ

ら

に
、

昭

和
初
期
に

近

角
が

主
唱

し
て

い

た

「

宗
門
革

新
運
動
」

は

目

本
近
代
仏
教

史
の

研
究
か

ら

完
全
に

忘
却
さ

れ

て

い

る
。

そ

れ

は

何
故
で

あ
ろ

う

か
。

い

く
つ

か

の

理
由
は

あ

る

が
、

結
論
か

ら
い

え

ば、

晩

年
の

近

角
は

教
団
に

と

っ

て

「

厄
介
」

な

人
物
で

あ
っ

た
か

ら
で

は

な

い

か、

と

い

う

事
で

あ
る

。

そ

の

た

め
、

彼

の

歴
史
的
位

置
づ

け
は

や
や

デ
リ

ケ

ー

ト

な
も
の

と
な

っ

て

い

る
。

　

近
角
の

「

宗
門
革

新
運
動
」

は

昭

和
四

年
に

僧
籍
を
削
除
さ

れ
た

大
谷

光
演
（
句
仏）

（
一

八

七

五

−
冖

九

四．
二

）

を
擁

護
す
る

と

い

う

運
動
で

あ
っ

た
と

い

う
意

味
に

限
っ

て

は

大
谷

家
の

伝
統
を

護
る

運
動
で

あ
っ

た
。

戦
後
に

お

け
る

大
谷
派
の

「

宗
派
改
革
」

運
動
と

は

ベ

ク

ト

ル

を

異

に

し
て

い

る

た

め
、

や
や
不
都
合
な

事
実
で

あ
る
か

も

し

れ

な
い

。

し

か

し、

近

代
に

お

け
る

大
谷
派
の

歴
史
と

教
団
の

動
向
を

考
察
す

る

に

あ
た

っ

て
、

こ

れ

は

不
都
合
な

事
実
で

は

な

く、

不
可
避
な

課
題
で

あ
る

。

　
近
角
に

よ

れ
ば

、

句
仏
の

僧
籍
削
除
は

大
谷

家
の

連
枝
と

阿
部
恵

水

（
一

八
七
〇

−−
⊥

九

四
五
）

内
局
に

よ

る
一

種
の

「

ク

ー

デ
タ
ー

」

で

あ

っ

た
。

そ
の

た
め、

近
角
は、

阿
部
内
局
を

打
破
し、

句
仏
の

僧
籍
復
帰

を

実
現
し

な
け
れ
ば
な

ら
な

い

と

主
張
し

た
。

横
田
秀

雄

2
八

六

ニ

ー

一

九
三

八

　
大
審
院
長）
、

犬

養
毅
（
一

八

五

五

i
一

九
三

二

　
第
二

九

代
内
閣
総
理

大
臣
）

、

濱
口

雄
幸
（
一

八

七
〇
1
一

九
三
一
　

第
二

七

代

内
閣
総
理

大

臣）
、

山
川

健
次
郎
（
一

八

五

四
1
］

九
三
一

　

枢
密
顧

問

官
／
貴
族

院
議
員）

、

柏
原
文

太
郎

2

八

六

九
1
…

九一
二

一

　

東
亜

同

文
会
の

幹
事
／
衆
議
院
議
員）

な
ど
と
い

っ

た

有
力
な
政
治
家
に

支
持
さ

れ
つ

つ
、

近

角
の

「

宗
門
革
新
運
動
」

は

全

国
的
に

展
開
し
て

い

く
。

時

に

は

激
化
し

た

ふ

し

も

あ
っ

た
た

め、

当
時
の

メ

デ
ィ

ア

に

注
目
さ

れ、

そ

の

動
向
が

多
く
報
道
さ
れ

た
。

　
近
角
が

大
正

時
代
に

出
版
し
て

い

た
『

求
道
』

と

い

っ

た

「

信
仰
告
白

雑
誌
」

な
ど

に

見
ら

れ

る

よ

う
に
、

彼
は
大
谷
派
と

い

っ

た

狭
い

セ

ク

タ
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