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の

断
絶
が
あ
る

た

め
ネ
オ

ペ

ン

テ

コ

ス

タ
リ
ズ

ム

と
し

て

前
の

二

つ

と

区

分
さ
れ
る

。

　
一

九
八

〇
年
代
半
ば
以
降

、

ブ
ラ

ジ
ル

か

ら
日

本
へ

の

デ
カ
セ

ギ

労
働

者
が

増
加
し
た

。

一

九
九
〇

年
に

は

入

管
法
が

改
正
さ

れ
て

労

働
者
の

人

口

移
動
が

加
速
化
し、

現
在
で

は

在
日

ブ

ラ
ジ
ル

人
は

三

十
万

人
を

超
え

る

と

み
ら
れ
る

。

彼
ら

の

宗
教
活
動
を

眺
め

る
と、

冖

九
九
三

年
ご
ろ

か

ら

日
本
産
ブ
ラ

ジ
ル

系
プ
ロ

テ

ス

タ
ン

ト

教
会
を

自
主
的
に

誕
生
さ

せ

て

い

る
こ

と
が

特
筆
で
き

る
。

そ

れ
ら
の

ほ

と

ん

ど
が

デ
カ

セ

ギ
で

来
日

し

た
一

般
信
者
や
元

牧
師
が

小

規
模
な

活
動
を

積
み

重
ね

る

こ

と

で

創

設
に

至
っ

て

お

り、

教
団
の

特
徴
で

は
第
一

と

第
二

の

波
を

踏
襲
し

て

い

る
。

一

方
、

第
三

の

波
で

あ
る

ブ
ラ

ジ
ル

産
ネ
オ

ペ

ン

テ
コ

ス

タ
リ
ズ

ム

は

教

団
の

組
織
力
に

よ

っ

て

戦
略
的
な

規
模
の

布
教
を

展

開
さ

せ

て

い

る
。

こ

こ

で

注
目
す
る

の

が
ユ

ニ

バ

ー
サ
ル

教
会
（

H

鴨
o

冨

d
巳
く
 

塗
夥一

〇
〇

図
o

ヨ
o

鳥
Φ

O
Φ

島）

で

あ
る

。

　
同
教
団
は
一

九
七
七

年
に

リ

オ
デ
ジ
ャ

ネ
イ

ロ

で

活
動
を

開
始
し

、

短

期
間
で

ブ

ラ
ジ

ル

の

ペ

ン

テ

コ

ス

タ
リ
ズ
ム

で

は
第
三

番
臼
の

大
教
団
に

成
長
し

た
。

教
義、

儀
礼、

財
産
の

規

模、

政
治
参
加、

他
宗
教
に

対
す

る

戦
闘
的
な

態
度、

メ

デ
ィ

ア

の

活

発
な

活
用
な
ど
、

従
来
の

ペ

ン

テ
コ

ス

タ

リ

ズ

ム

の

教

団
と

非
常
に

異
な
る
特

徴
を

も
っ

て

い

る
。

日
本
で

は

｝

九
九
五

年
に

活
動
を

開
始

。

一

九
九
六

年
に

は

タ

ブ

ロ

イ
ド

版
の

月
間

新
聞
（
ポ

ル

ト
ガ
ル

語
と

日

本
語
）

を
発

刊
。

希
望
者
に

は

ブ
ラ

ジ
ル

で

放
送
さ

れ
て

い

る

教
団
番
組
の

録
画
テ

ー
プ
を

無
料
で

配

布
す
る

な
ど
、

ブ
ラ

ジ
ル

か

ら

の

投
資
を
も

と

に

組
織
的
な

布
教
を

展
開
し

て

い

る

こ

と

が

伺
え
る

．

現
在、

日

本
で

の

拠
点
教
会
を

JR

浜
松
駅

前
の
一

等
地
に

置
き

、

国
内
に

二

〇
カ

所
の

教
会
を
開
い

て

い

る
。

　
ユ

ニ

バ

ー
サ

ル

教
会
の

ブ
ラ

ジ
ル

で

の

主
た

る
宣

教
方
法
は
テ

レ

ビ

伝

道
で

あ
る

。

同
教
団
は
一

九
八

九

年
に

ブ
ラ

ジ
ル

で

第
五

位
の

テ

レ

ビ

ネ

ッ

ト

ワ

ー
ク
・

ヘ

コ

ル

ジ

を
買

収
し
た

。

同
社
は

日

本
に

二

つ

あ
る

ブ
ラ

ジ
ル

系
衛
星
放
送
局
の
一

つ

を

買
収
し

、

日

本
で

も
ブ

ラ

ジ
ル

同
様
の

宣

教
番
組
を

報
道
し
て

い

る
。

番

組
の

内
容
は、

日

本
の

信
者
の

証
言
と

牧

師
に

よ

る

イ
ン

タ
ビ

ュ

ー
、

ブ

ラ

ジ

ル

で

作
成
さ

れ
た

救
済

体
験
の

再
現

ド
ラ

マ
、

と

い

う
よ
う
に

ブ
ラ

ジ

ル

で

の

宣
教
方
法
に

変
わ
り
は

な
い

。

し
か

し、

ブ
ラ

ジ

ル

と

異
な
る

の

は
、

他
宗
教
に

対
し

て

批
判
的
態
度
を

取
ら
な
い

と

い

う
こ

と

だ
ろ

う。

番
組
で

は

牧

師
が

「

私
の

教
会
で

は

宗

教
に

関
係
な

く

救
い

が

得
ら

れ

る
」

と
い

う
メ

ッ

セ

ー

ジ

を

発
し

て

い

る
。

集
会
で

は

カ

ト
リ
ッ

ク

信
者
だ

と
い

う
参
加
者
も

み

ら

れ、

同
教
団

が

日

本
で

の

新
た

な

宣
教
方
法
を

模
索
し

て

い

る

状
況
が

確
認
で

き
る

。

田

中
輝
義
の

意
識
論

寺

　
尾

　
寿

芳

　

本
稿
で

は
仏
教
こ

と

に

『

大

乗
起

信
論
』

を
は
じ
め

と

す
る

大
乗
仏
教

の

意
識
論
に

大
き
な
影

響
を
受
け、

教
義
以
前
の

キ
リ
ス

ト

者
の

生
存
を

独
自
に

思
索
し、

イ
ン

カ

ル

チ
ュ

レ

ー

シ

ョ

ン

の

新
次
元

を
模
索
し

た

カ

ト

リ
ッ

ク

司
祭
田
中
輝
義
の

思
想
を

、

こ

と

に

意
識
論
に

焦
点
を

当
て

て

概
観
し

た

い
。

　
田

中
輝
義
の

思
想
は

カ
ル

メ

ル

会
士
ら
し

く
、

カ

ル

メ

ル

会
改
革

派
の

神
秘
的
霊

性
に

強
く
影

響
さ

れ

つ

つ

も、

キ

リ

ス

ト

教

信
仰
の

日

本
に

お

け
る

受
容
に

関
し

て

は

形

式
的
な

適
用
に

留
ま

ら
な
い
、

日

本
の

風
土
文
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化
に

根
ざ
し
た

深
い

受
容
を

強
く

望
む

も
の

で

あ
る

。

西
洋

神
学
の

受
け

売
り
で

口

本
人

の

魂
の

深
層
に

根
ざ
さ

な
い

旧
本
神
学
の

現

状
が
厳
し

く

批
判
さ

れ
る

。

そ
の

際、

田

中
は

思
索
の

原
動
力
を

仏
教
の

古
典
か

ら
直

接
く
み

出
そ
う
と
し

、

献
愛
に

通
じ

る

慈
悲
を
核
と

す
る

浄
土

教
を

高
く

評
価
す
る

。

　

注
目
す
べ

き
は

田

中
の

内
面
志
向
で

あ
り、

そ

れ

は
彼
の

思

想
全

体
を

貫
く

柱
で

あ
る

。

そ
こ

で

は

死
が

キ

リ
ス

ト

の

「

空
無
化
」

に

あ
や

か

っ

た
道
で

あ
り

、

か

つ

生
存
の

現
場
に

留
ま

り
つ

つ

想
起
さ

れ
る
べ

き

内
面

的
領
域
つ

ま

り
死
域
と

し

て

意
味
を

顕
わ

に

す
る

。

そ

の

自
覚
過
程
で

意

識
論
が

浮
上

す
る
。

　

ま
ず
田
中
に

よ

れ

ば、

神
も
人
間
も

徹
底
し
て

他
者
を

受
容
し
た

問
主

体
的
な

連

帯
性
の

う
え
に

立

脚
し
て

い

る

と

さ
れ

る
。

入
は

「

わ
た
し

」

で

は

な

く
「

わ
た
し

た
ち
」

と

い

う

複
数
形
を
と
る
が

、

そ

こ

で

は
ペ

ル

ソ

ナ

が

母
親
と

乳
児
と

の

原

関
係
に

見
ら
れ

る

よ

う

な

7
向
か

い

合
っ

て

い

る
”

存
在
」

と

し
て

理

解
さ

れ

る
。

ま

た

人

間
存

在
は

本
来
的
に

「

偶
然

者
」

で

あ

り、

「

創
造
主
と

い

う

縁
」

に

よ

っ

て

連

帯
的
に

存

在

す
る

「

未
完

結
の

存

在
」

で

あ
る

、

し
か

も
こ

の

連
帯
性
は

呼

応

的
に

「

我
・

汝
・

我
々
」

と

表
現
さ

れ
る

内
在
内

住
す
る

聖
三

位
の

抻
に

よ
っ

て

支
え

ら

れ
る

。

こ

と

に

聖
霊
に

相
当
す

る

第
三

位
の

「

我
々
」

が
重

要

で

あ
る

。

人
は

意
識
の

最
深
層
で

神
と

自
己
を

透
明
な

次
元
で

霊
的
に

重

合
さ
せ

る
。

　
意

識
は

表
層、

中
間

層、

深
層
の

三

層
に

分
け
ら
れ

る

が
、

唯
識
仏
教

の

瞑
想
実

践
か

ら
明
暗
の

逆

転
が

説
か

れ
る

。

表
層

意
識
で

の

分
節
化
・

差
別
化
は

迷
い

の

相
で

あ
る

ゆ

え

に

「

暗
」

で

あ

り
、

深
層
で

は

さ

ら

な

る

最
深
層
の

阿
頼
耶
識
を
通
し
て

「

い

の

ち

の

根
源
」

が
差
し

込
ん

で

く

る

た

め
「

明
」

で

あ
る

。

こ

の

深
層
へ

の

降

下
は、

夢
す
ら
み

な
い

最
熟

睡
時
に

脳

幹
で

根

源
的
生

命
が

出
入
り

す
る

こ

と

に

よ

り

先
取
り
さ

れ

る
。

し

か

も
こ

の

深

層
で

は

我
々

性
が

端
的
に

成
就
す
る

た
め

個
別
性
が

消
え

、

集
合
的
共
同
的
な

信
仰
が

成
就
す
る

と

さ
れ
る

。

日

常
に

お

い

て

こ

の

根
源
性
を

自
覚
す

る

に

は、

価
値
理
解
の

指

標
と

し

て

真
・

善
・

美

の

徳
目
が

有
益
と
さ

れ、

こ

と

に

美
が

「

存
在
の

光
輝
（
あ
る

べ

き

以
ヒ

の

あ
り

方
ご

を
示

す
ゆ

え

に

重
視
さ

れ

る
。

こ

の

美
意

識
は

「

清
め
」

と

い

う
日

本
文
化
と

親

密
な

関
係
を
形
成
し
、

恥
の

文
化
に

結
実
す
る

。

「

罪
は

創
造
主
の

御
前
に

“

あ
る

べ

き
あ
り
方
”

へ

の

逆
行
で

あ
り
、

恥

は

“

あ
る

べ

き

あ
り
方
”

と

“

あ
る
べ

き
以
上
の

あ
り

方
”

へ

の

逆
行
ま

で

包
括
し
て

い

る
」

と

主
張
さ

れ

る

の

で

あ

る
。

残
念
な
が

ら、

こ

の

恥

へ

の

気
づ

き

は

田
中
に

お

い

て

も

こ

れ
以
上

の

進
展
を

見
せ

な

か

っ

た
。

恥
を
め

ぐ
る

意
識
の

動
き

と

田

中
の

中
間
層
理

解
と
の

共

通

性
を

考
察

し
、

い

わ
ぼ

夢
見
る

形
で

社
会
の

深
層
に

集
合
的
共
同
的
に

う
ご
め

く

難

問
と

取
り

組
む

道
を

探
求
し
な

く

て

は

な

ら

な

い
。

　
こ

こ

で

筆
者
永
年
の

研
究
課
題
で

あ
る

「

死
者
の

尊
厳
」

と

も

関
連
し

て
、

「

死

者
は
生

者
に

優
り

、

生
者
を

導
く
存

在
で

あ
る
」

と

発
想
し

て

み

よ

う
。

田
中
の

意

識
論
に

お

け

る

中
間
層
で

も、

そ

こ

で

の

分
節
的
映

像
群
は

死

域
か

ら

射
し

込
む

い

の

ち

の

光
に

照
ら
さ

れ

て

お

り、

覚
醒
後

は
想
起
に

よ

る
遅
延
を

伴
う
も
の

の、

そ

の

残
像
に

お

い

て、

死
を
価
値

理
解
の

み

な

ら

ず
存

在
と
し

て

す
で

に

体
現
し

た

死
者
か

ら
の

導
き

を

解

釈
的
に

読
み

と

る

こ

と

が
で

き

る
。

そ
の

力

動
性
に

は、

表
層
へ

の

上

昇

と

い

う
「

劣
化
」

に

も
か

か

わ
ら

ず、

そ
の

イ

マ

ー

ジ
ュ

を
理

性
の

域
へ

と

送
り
届
け

よ

う
と

い

う
神
の

愛
あ
る

い

は
根
源

的
生
命
か

ら
の

願
が

込

め

ら

れ
て

い

る
。

こ

こ

で

外
在
的
な
キ
リ
ス

ト

教

的
知
見
体
系
に

よ

っ

て

274（1366）
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適
度
に

援
け
ら
れ
つ

つ
、

田

中
に

よ
る

中
間
層
の

意

識
論
を
さ

ら

に

深
め

る

こ

と

は
、

和
解
に

根
ざ
す

霊
的
平

和
論
を

基
礎

付
け、

さ

ら

に

イ
ン

カ

ル

チ
ュ

レ

ー
シ

ョ

ン

の

意
識
論
的
次
元
を

開
示
し
え
る

だ
ろ

う
。

新
渡
戸
稲
造
と

国
際
交
流

森

上

優

子

　
新
渡
戸
稲
造

（

一

八
六
ニ

ー
一

九
三

三
）

は、

近

代
日
本
を

代
表
す
る

キ

リ
ス

ト

者
で

あ
り

、

ま
た

国

際
交
流
活
動
に

尽

力
し
た

人
物
と

し
て

広

く
知
ら

れ
て

い

る
。

彼
は、

大
学
入

学
時
に

行
わ
れ
た

面

接
の

際、

「

日

本
の

思
想
を

外
国
に

伝
へ

、

外

国
の

思
想
を
日
本
に

普
及
す
る

媒
酌
に

な

り
度
い
」

と
そ

の

抱

負
を

述
べ

、

そ

れ

以

来
「

太

平
洋
の

橋
」

と

な
っ

て
、

積
極

的
に

国
際
交
流
活
動
を

展
開
し

た
。

本

発
表
で

は
、

こ

の

活

動

を
支
え
た
思

想
を

考
え
て

み

た
い

。

　
新

渡
戸
が

行
っ

た

国
際
交
流

活
動
は
、

欧
米
を

中
心
と

し

て

行
わ
れ
た

こ

と
が

特
色
の

ひ

と

つ

と
し

て

挙
げ
ら

れ
る

。

彼
は

、

幼
少
期
か

ら
青

年

期
に

か

け
て

、

学
校
教

育
な
ど
を

通
じ

て

異
文
化
で

あ
る
西
洋
と

出
会

う

機
会
に

恵
ま
れ
、

日

本
人
と

し
て

の

自
覚
を

深
め
て

い

っ

た

と

思

わ
れ

る
。

新
渡
戸
は

『

武
士
道
』

の

執
筆
動
機
を

「

人

間
に

柬
西
の

区

別
は

な

い
」

こ

と

を

主
張
し

よ
う
と

し

た

と

述
べ

る

が、

こ

れ

は
、

西
洋
が

東
洋

を
劣

等
視
す
る

よ
う
な
当

時
の

現
状
を

打
開
し
よ
う
と

す
る

意
識
の

現
れ

で

あ
っ

た

と

言
え
る

で

あ
ろ

う。

　
新

渡
戸
は

、

西
洋
と

東
洋
と

の

間
に

共

通
す
る

項
と

し

て

「

人

間
」

を

打
ち

立
て

る
。

「

西
洋
人

も
人
な
ら

ば、

日

本
人
も

人
で

あ
る

。

人

と
し

て

の

共
通
点
が

あ
り

得
る

な

ら
ば、

東
西
の

差
異
を

論
ず
る

と

同
時
に
、

ま

た
そ

の

共
通
点
を
も

大
い

に

記
憶
し
て

ゐ

な
け
れ

ば
な
ら
な
い

と

思
ふ

の

で

あ
る
」

〔

『

西

洋
の

事
情
と

思
想
』

〉

。

こ

の

よ

う
に

新
渡
戸
は

「

共
通

点
」

を

主

張
す

る
こ

と

を

繰
り

返
す
が、

そ

の

根
底
に

は

人

間
の

心
に

「

内
的
制
裁
」

と

さ
れ
る

「

内
部
の

矩
」

が

存
在
す
る

と
い

う

確
信
が

あ

っ

た
。

新
渡
戸
は、

そ
の

「

内
部
の

矩
」

の

例
と
し

て

「

各
自
の

心
の

中

に

存
す
る
一

種
の

声
、

孟
子

の

云
ふ

是
非
の

心
、

陽
明

学
者
の

云
ふ

良

知、

ソ

ク

ラ

テ
ス

の

教
へ

た

「

デ

イ
モ

ン
」

」

（
「

自
由
国
民
の

底
力
」

）

を

挙
げ

、

「

自
己
以
上
の

偉
大
な
る

権
威
を

有
す
る

も

の
」

と

し
た

。

こ

の

「

内
部
の

矩
」

こ

そ
東
西
の

区
別
な

く、

老
若
男
女
の

別
な
く、

万
人
に

備
わ
る

も
の

と

理

解
さ
れ

た
の

で

あ
る

。

心
に

価

値
を
見
出
し
た
新
渡
戸

は
、

「

内

部
の

矩
」

を

認
識
す
る

こ

と

に

よ

り、

日

本
人
は

目

本
人

と

い

う

枠
に

と

ど

ま
る

存

在
か

ら

脱
し

て、

「

世
界
共

通
の

人

類
の
｝

員
」

（
『

西
洋
の

事
情
と

思

想
』

）

と

な
る

、

つ

ま

り、

日
本
が

西
洋
に

比
肩
す

る

存

在
へ

と

引
き

上
げ
ら
れ
る

と

考
え

た。

　
『

西
洋
の

事

情
と

思
想
』

の

な
か

で
、

新
渡
戸
は

、

日
本
人
の

性
質
と

し

て

「

理

論
に

走
る
」 、

「

コ

ン

ミ

ュ

ナ

ル
、

共
存

性
」

が

発
達

し
て

い

る、

「

直

観
的
な

心

的
能
力
を

持
」

つ

と

い

う
点
を

挙
げ
て

い

る。

そ

し

て

同
時
に
、

西

洋
人
の

性
質
と

す

る

「

プ
ラ

ク
チ

カ

ル
」

と

「

内
部
の

矩
」

を

重

視
す

る
こ

と

に

よ
る

「

自
己

尊
重
」

に

学
ぶ

必
要

性

を
主

張

し、

日

本
の

変
革
を
語
る

。

「

日

本
の

長
所
は
あ
く
ま

で

も
拡
張
す
る

が、

短
所
と

思
は

れ

る

と

こ

ろ
は、

ど
し

ど
し

外
国
の

長
を
採
つ

て

補
ふ

や

う

に

心
が

け
た

い
」

（

『

西

洋
の

事

情
と

思
想
』

）

と

い

う
よ

う
に、

新
渡

戸

は
、

日

本
人
に

対
し

て

自
己
の

長

所
に

他
者
の

長
所
を
加
え、

自
己
改
造

を
行
い

続
け

て

い

く
こ

と

を
要
請
し
た

。

こ

の

「

内
部
の

矩
」

を
重
視
し
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