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が

満
た

さ

れ
て

初
め

て

人

間
の

心
は

命
に

満
た

さ

れ、

そ
れ
が

外
に

溢
れ

出
さ

ず
に

は

い

ら
れ
な
い

の

だ
と

洞
察
し
て

い

る
。

こ

の

超
越
と
人

間
が

接
し
交
わ
る

場
と

は
、

人

間
が

命
に

与
り
生
か

さ

れ

て

い

る

根
源、

誰
に

よ
っ

て

も

侵
し

え
な

い

人

問
の

尊
厳
が・
田

来
す
る

と

こ

ろ
を
指
し
示
し

て

い

る
と
い

え
よ

う
D

内
村
鑑
三

と

A
・

J
・

ヘ

シ

ェ

ル

　

　
　

　

楕
円
の
一

神
教
思
想
に
つ

い

て

手

島

勲

矢

　

個
人
的
に

は

交
わ
る

こ

と
が

な
か

っ

た

日

本
と

ユ

ダ
ヤ

の一
一
人
の

思
想

家、

す

な

わ

ち

キ

リ

ス

ト
者

内
村
鑑
三

（
一

八

六
…

1
一

九
三

〇
年
）

と

ユ

ダ
ヤ

教

徒
A
・

J
・

ヘ

シ

ェ

ル

（
》°
｝°

頴

霧
o
『
Φ

二

九
〇

七
1

一

九

七
二

年）

は、

奇

妙
な
こ

と

に

「

楕
円
」

と

い

う

キ
ー
ワ

ー
ド
を

共
有
し

て
、

き

わ
め

て

似

通
っ

た

ー
そ
れ

で

い

て
、

そ

れ
ぞ

れ
の

個

性
が

際
立

つ

　
　
思
想
を
展

開
し
て

い

る
。

当
該
発
表
は、

そ

の

両
者
の

本

格
的
な

比

較
研
究
に

向
け
て

の、

準
備
的、

初
学
的
考
察
を
述
べ

る

に

と

ど

ま
る

も

の

で

あ
る

が、

内
村
と

ヘ

シ

ェ

ル

の

比

較

研
究
は、

あ

る

意

味、

従

来、

閉
じ
ら
れ

た

文
脈
の

中
で

行
わ
れ
て

き

た

ユ

ダ
ヤ

思
想
の

特
殊
性
と

普
遍
性
に

つ

い

て

の

議
論
に

外
部
よ
り

新
し

い

光
を

当
て

る

も
の

に

な
る

と

考
え
る

。

　

内
村
鑑
三

が
］

九
二

九
年
十
月
に

『

聖
書
之

研
究
』

誌
上
で

発
表
し
た

短

文
「

惰
円
形
の

話
」

は、

「

真
理
は

円
形
に

非
ず

楕
円

形
で

あ
る

。

一

個
の

中
心
の

周

囲
に

画
か

る
べ

き

者
に

非
ず
し

て
、

二

個
の

中
心

の

周
囲

に

画
か

る

べ

き

者
で

あ
る

」

と

い

う
言
葉
に

始
ま
り

、

「

地

球
其

他
の

惑

星
の

軌
道
は

楕
円
形
で

あ
る、

宇
宙
は

楕
円
体
で

あ
る

と

い

ふ
。

真
理
も

亦
二

元

的
で

あ
っ

て

冂
満
に

解
決
し

得
る

者
で

は

な

い
。

艱
難
の

坩
堝
の

内
に

焼
尽
す

火
に

鍛
え
ら
れ
て

初
め

て

実
得
し

う
る

者
で

あ
る
」

と

論
を

結
ぶ
、

極
め

て

挑
戦
的
な
文
章
で

あ

る
。

　

こ

の

内
村
の

文
章
の

思
想
は
、

ア

ブ
ラ

ハ

ム
・

ヘ

シ

ェ

ル

の

名
著
『
人

問
を

探
し
求
め

る

神
」

（

一

九
五

五

年）

の
一

節
「

楕
円
思
考
（
箆
一同
讐凶
。

日
プ

ぎ
旺
⇒
臘）
」

の

議
論
に

驚
く

ほ

ど

に

酷

似
し

て

い

る
。

「

℃

匡
ざ
ω

89
・

o
｛

刃
Φ

躍

讐
o
⇒

一
ω

ぎ
く

9
く

巴
凶

⇒

帥

℃
o

ご
誌

曙
二
貯
 

国
ロ

 

目一
冨
Φ

詳

毒
く
o

才
 
ω

鬻
o
暈

⇒
α

け

≦
o

♂

90

置

ぎ
ω

oO

，
鴇

9
口
匹

お一
河鬥
o
戸

国
図
o
 

R

ho

門

叶

亳
o

℃
o

ぽ
錺

o
昌

902

亳
¢

昏
讐
ω
け

口

p
像

ぎ

¢
ρ
口

巴

鼠
ω

8
髯
 

酔

o

σ
o

跨

8
負

葺
Φ

ヨ
o

諾

皀
o
切

2
団

詳
Gり

筈
o
¢

鵬

ぼ

8
ヨ
¢
ω

ε

o

澪一

9
Φ

ヨ
O
目

Φ

合
ω
砕

O
嵩
←

圃
冖

固
自o

貯
O

ヨ
肝

ゴ
OO

冖

7
Φ
「°

→
ゴ
Φ

剛

巴

ε
吋

Φ

800
Φ
謬
o唾

Φ

冖

げ
Φ

寉
ohoo

コ
位

酢

Φ

霧
δ
コ

oh

弓

窪一
Q
°。

o
ロ

霞
o

巴
即

β
戯

曽

巴

弼

δ
＝
も。

o

葺

£
o

ユ
 
゜。

げ

島
σ
¢
¢

p9

Φ

蠧
蕊
Φ

oh

目
口
o
げ

8
昌

津
Gっ

ご
戸

→

ぼ
ω

ロ
p

β
二
Φ

oワ…
ε
鋤

鉱
o
⇒

o
臣

げ
Φ

言
ぴq
Φ
区

Oo

ω

巴

8
け

奢
o

血

謀
 

括
900

妻
興゚
・一

8
什

≦
08

日
9
け

曽
鵬

ω

o

霞
8u
。

oh

β
β

号
『

ω

富
ゴ

島
⇒
σQ

」
ω

o

澪

誓
鉾

ヨ
蘯
δ

コ
o
ぴ

げ
Φ

節
げ
帥

亭

α
o
置
Φ

9

犀

瞬
ω

冒
Φ

q
ω

Φ

牙

些
曽
け

9
コ

獣
o
戸

匹
簿

虹
謡

覃
口
o

昏
営
匠

ヨ
ぴq

ξ
騷
o
ず

δ

帥

mo

霞
80
囲

窪
ユ
o
び

目
Φ

葺

8
げ
090

三一
〇
°Dc

℃

『
矯

p
ロ
Ω

希
霈
ぴq6

コ゜
」

　

発
表

者
は
、

両
者
の

述
べ

る

「

楕
円
」

思
想
は

根
本
的
に

「

円
」

思
想

の
一

種
で

は

あ

り
え

な
い

と

い

う

理

解
を

、

一
、

二

中
心
点
を

保
持
す

る
、

二
、

論
理

的
な
一

元
化
の

試
み

を
否

定
あ
る

い

は

求
め

な
い
、

と

い

う

前
提
を
立
て

る

両
者
の

議
論
の

姿
勢
に

お

い

て

認
め、

そ
の

点
に

お

い

て
、

い

わ

ゆ

る

数
学
や

宇
宙

物
理
学
に

お

け

る

科
学
的
な
「

楕
円
」

概
念
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と

は

異
な

る
立

場
の、

宗
教
的

な
、

思

想
で

あ

る

と

考
え

る
。

さ

ら

に

は
、

そ
の

特
異
な

思
想
の
一

致
の

背
景
と
し

て
、

西
欧
近

代
化
の

波
に

さ

ら
さ

れ
た

東
欧
の

宗
教

的
ユ

ダ
ヤ

人
の

苦

悩
（
近
代
化
と
ハ

シ

デ
ィ

ズ

ム
）

と
、

封
建
制
度
か

ら

近

代
国
家
へ

の

脱
却
を
余

儀
な

く
さ

れ
た
日
本

人
の

精
神
的
な
混

乱、

心
理

的
・

社
会

的
な

精
神
分

裂
の

状
況
と

の

共
通

性
を

指
摘
し
、

加
え

て
、

最
後
に

、

西
欧

的
な

哲
学
・

科
学
の

弁
証
法
に

対
す
る

究
極
の

ア
ン

チ
テ

ー

ゼ
の

論
理
形

式
と

し
て

の

「

楕
円
の
一

神
教

思

想
」

の

可
能
性
を
示

唆
す
る

こ

と

で、

本
格
的
な

内
村
と

ヘ

シ

ェ

ル

の

比

較
研
究
の

輪
郭
を
描
く

努
力
の

入
り
口

と

す
る

。

回
心
の

比
較
宗
教

　

−
廻
心
と

タ

ウ
バ

ー

徳

　
田

　
幸

雄

　

本
発

表
は

、

「

回
心
」

あ
る

い

は

「

コ

ン

バ

ー
ジ
ョ

ン
」

の

辞

書
的
な

意
味
に

よ
っ

て

媒
介
さ

れ

る

二

つ

の

概
念

、

仏
教
に

お

け
る

「

廻
心
」

と

イ
ス

ラ
ー
ム

の

「

タ
ウ

バ
」

と

を
比

較
し、

そ

こ

に

意
味
上
の

重
な
り
の

他
に

、

構
造

的
な

共
通
性
を

指
摘
す

る

試
み

で

あ
る

。

ま

ず
、

そ

れ
ぞ
れ

の

概
念
が
ど
の

よ

う
に

用
い

ら

れ
て

い

る

か

を

概
観
し

た

う
え

で
、

問
題

の

共
通

構
造
を

指
摘
し

、

考
察
を

加
え
た

い
。

　
一

般
に

仏

教
の

「

廻
心
」

に

は、

罪
悪
に

背
を
向
け

る

「

廻
心
懺
悔
の

廻
心
」

、

大
乗
へ

と

方
向
転

換
す
る

「

廻
心

向
大
の

廻
心
」

、

そ

し

て

徹
底

し

た
自
力
の

否
定
を

要
と

す
る

「

捨
自
帰
他
の

廻
心
」

の

三

つ

の

意
味
が

あ
る

。

こ

こ

で

は、

親
鸞
を
起
点
と

す
る

「

捨
自
帰

他
の

廻
心
」

に

着
目

し
た

い

（

以

下、

「

廻
心
」

と

略
す）

。

そ

こ

に

お

い

て、

斥
け
ら

れ
る

ぺ

き
も

の

と

し

て

強
調
さ

れ
て

い

る

の

は、

「

罪
悪
」

で

も

「

小
乗
」

で

も

な
く、

他
な
ら

ぬ

「

自
力
」

で

あ
る

。

し
た

が
っ

て

「

廻
心
」

は、

己
の

力
に

よ
っ

て

達
せ

ら
れ

る

の

で

は
な
く、

む

し
ろ

己
の

力
を

放
棄
し

て

他

力
に

己

を
委
ね

る
こ

と

に

よ

っ

て

実

現
さ

れ

る

の

で

あ
る

。

で

は、

こ

の

「

廻

心
」

に

お

い

て、

自
力
と

他
力
は

い

か

に

結
び
つ

く
の

で

あ
ろ

う

か
。

こ

の

問
題
を、

金

子
大

栄
や

星

野
元
豊
は
、

「

廻

心
」

と

「

回
向
」

と

の

関
係
に

置
き

換
え

て

考
察
し

て

い

る
。

そ

れ
に

よ
れ

ば
、

人

間
の

「

廻
心
」

が

す
な
わ
ち

他
力
の

「

回
向
」

に

他
な
ら
ず、

両

者
は
逆
説
的

に
→

致

す
る

と

い

う
。

こ

う
し
た

「

廻
心
」

に

潜
む
自
力
と

他
力
と

の

逆

説
的
関
係
は

、

禅
を

背
景
と

す
る

鈴
木
大
拙
や
西
田

幾
多
郎
の

廻
心
把
握

に

も

認
め
ら

れ
る

。

こ

れ
ら
を

踏
ま

え

れ
ば、

「

廻
心
」

と

は
、

自
力
の

否

定
と

他
力
の

回
向
と
が

逆

説
的
に

結
び
つ

く
こ

と

で

達
せ

ら

れ
る
自
己

の

転
換
と
い

え

よ

う。

　
冖

方
で
ア

ラ

ビ

ア

語
の

「

タ

ウ

バ
」

は、

「

戻
る

」

が

そ

の

原

義
と
さ

れ
、

一

般
に

「

悔
い

改
め

る
」

あ
る

い

は
「

悔
悟
」

「

改
悛
」

な
ど

と

訳

さ

れ
る

。

ま

た

こ

の

「

タ
ウ
バ
」

は
、

し

ば
し

ば
ス

ー

フ

ィ

ズ

ム

に

お

け

る
神
秘
階
梯
の

最
初
に

位
置
づ

け
ら

れ
、

あ
る

方
向
転
換
を

意
味
す
る

点

で

キ
リ
ス

ト

教
の

「

コ

ン

バ

ー
ジ
ョ

ン
」

に

相
当
す
る

語
と

見
な
さ

れ

て

き
た

。

こ

こ

で

は
、

さ
し

あ
た
り
ク

ル

ア

ー
ン

に

お

い

て、

こ

の

語
が
ど

の

よ

う
に

用
い

ら

れ

て

い

る

か

を
概

観
し
た

い
。

特
筆
す
べ

き

は、

全
八

七
箇
所
の

う
ち

三

七
箇
所
で、

神
が
こ

の

語
の

主

語
と

な
っ

て

い

る

と
い

う
こ

と

で

あ
る

。

つ

ま

り

ク
ル

ア

ー

ン

に

お

い

て

は
、

人
の

「

悔
い

改

め
」

と

神
の

「

赦
し

」

と

が

「

タ
ウ
バ

」

と

い

う
た
っ

た
一

つ

の

語
で

表

現
さ

れ
て

い

る
の

で

あ

る
。

こ

の

こ

と

に

こ

の

語
の

原

義
を

考
慮
す

れ
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