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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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ば
、

「

タ

ウ

バ

」

と

は、

人
が

神
へ

回

帰
す
る

こ

と
で

あ
る

と

同

時
に

神

が

人
を

か

え
り
み

る

こ

と

で

あ
り

、

人
と
神
と
の

出
逢
い

が

目
指
さ

れ

る

方
向
転
換
と

解
さ

れ

よ

う
。

　

仏
教
に

お

け
る

「

廻
心
」

と
イ
ス

ラ

ー
ム

に

お

け
る

「

タ

ウ

バ
」

は、

い

ず
れ

も

「

悔
い
」

に

基
づ

く
自
己
の

方
向
転
換
を
意

味
す
る
。

た

だ
し

こ

こ

で

注
目
し
た
い

の

は
、

そ
の

意
味
上
の

重
な
り
で

は

な
く
、

他
力
あ

る

い

は

神
の

側
か

ら
の

は

た

ら
き

か

け
と

、

人
間
側
の

行
為
と
が

結
び
つ

く
と
い

う

共
通
構
造
で

あ
る

。

こ

の

点
を
さ

ら

に

具
体

的
に

言
え

ば
、

人

間
の

真
摯
な

悔
い

改
め
、

す
な
わ
ち

自
己
が

否
定
し

尽
く
さ

れ
た

と

こ

ろ

が
、

神
や
他

力
が

臨
む

場

所
に

他
な
ら
ず、

そ

こ

が

新
た

な
自
己
の

肯
定

の

起
点
と

な
る

と

い

う
逆

説
性
で

あ
る

。

こ

う
し
た

自
己
否
定

即
自
己
肯

定
と

い

う、

合
理

的
な

把
握
を

拒
む

よ

う
な

逆
説
性
の

只

中
に

こ

そ、

人

間
と

神
あ
る

い

は

他

力
と

の

出
逢
い

が

あ

る
と

言
え
る

の

か

も

し

れ
な

い
。

仮
に

宗
教
が
、

単
に

人

間
の

営
み

の

み

に

よ
っ

て

成
り
立
つ

の

で

は

な

い

と

す
れ

ば、

こ

の

逆
説
的
な

出
逢
い

が

宗
教
の

核
心

部
分
で

あ
る

と

言
っ

て

も
い

い

で

あ
ろ

う
。

い

ず
れ

に

し

て

も
、

歴
史

的
に

接
触
が

あ
っ

た

と
は

言
い

難
い
、

こ

れ

ら
の

宗
教
的
な

概
念
に

さ
え

見
ら
れ

る

構
造
的

な

共
通

性
を、

各
宗
教
の

根
底
で

共
鳴
し

合
う
よ

う
な
成
立
基

盤
を

示
唆

す
る

も
の

と

し

て

考
え
た

い

の

で

あ
る

。

む

ろ

ん
、

こ

う
し
た

洞
察
を
現

時
点
で

た

だ
ち

に

普
遍
化
す
る

わ

け
に

は
い

か

な

い
。

し
か

し、

こ

れ
を

キ

リ

ス

ト

教
の

「

コ

ン

バ

ー
ジ
ョ

ン
」

や
ユ

ダ
ヤ

教
の

「

シ

ュ

ブ
」

な
ど

を

加
え
た

さ

ら

な
る

比
較
研
究
の

起
点
に

据
え、

そ

こ

に

よ
り

普
遍
的
な

宗
教
理
解
の

可
能
性
を

期
待
す
る

こ

と

は

許
さ
れ
よ

う。

へ

ー
シ

ュ

カ

ス

ト

の

祈
り
に

お

け

る

身
体
技
法

袴

田

玲

　

本
発
表
は、

十
四
世
紀
ビ

ザ
ン

ツ

帝
国
の
へ

ー

シ

ュ

カ

ス

ト

を

考
察
に

取
り
上
げ
る

。

祈
り

に

お

い

て

積
極
的
・

肯
定
的
に

身
体
を
用
い

る

こ

と

が

少
な
い

と
さ

れ
る

キ

リ

ス

ト

教
殴
界
に

お

い

て

は

特
異
な

例
と
思
し
き

彼
ら
の

身
体

技
法
に

つ

い

て、

「

へ

ー
シ

ュ

カ

ス

ム

の

博
士
」

と

謳
わ
れ

た

グ
レ

ゴ

リ
オ

ス

・

パ

ラ

マ

ス

の

釈
義
を

通
じ

て

吟
味
し、

祈
り
と

身
体

の

関
係
に

つ

い

て

の
一

考
察
と

し

た

い
。

　

さ

て
、

当
時
の
へ

ー

シ

ュ

カ

ス

ト

は

自
ら
の

修
屋
に

こ

も
り、

独
坐
し

て

頭
を

胸
に

つ

け
る

よ
う
に

丸
め

込
む

姿
勢
を

と

り
、

呼
吸
を
調
整
し
な

が
ら

「

イ
エ

ス

の

祈
り
（
主
イ
エ

ス
・

キ

リ
ス

ト

神
の

子、

我
を

憐
れ
み

た
ま

え
と

を

不
断
に

唱
え
る、

と

い

う
祈
り
方
を
実
践
し

て

い

た
。

　

右
記
の

よ

う
な

へ

ー

シ

ュ

カ

ス

ト

の

祈
り
の

う
ち

、

と

り
わ

け
「

独
坐

し
て

頭
を

胸
に

つ

け
る

よ
う
に

丸
め

込

む

姿
勢
」

に

つ

い

て

パ

ラ
マ

ス

が

ど

の

よ
う
に

思

想
的
根
拠
付
け
を
行
っ

た
か

を
眺
め

て

み

る

と
、

基
本
的

に

こ

の

姿
勢
を
と

る
こ

と

に

よ
っ

て

目
指
さ

れ

て

い

る

の

は

「

ヌ

ー
ス

を

身
体
の

内
（

心

臓
）

に

送
り
込
み、

留
め

る
」

こ

と

で

あ
る

と

分
か

る
。

　

具
体

的
に

は

ま

ず
、

擬
マ

カ

リ
オ
ス

に

依
拠
し
つ

つ
、

心
臓
が

人
聞
の

身
体
器

官
の

内
で

第
一

の

も
の

で

あ
り、

と

り
わ

け

思
考
と

関
わ
る

器
官

で

あ
る
と

捉
え
ら

れ

る。

そ
し
て、

ヌ

ー

ス

を
心

臓
に

導
き

入
れ
る

こ

と

が

励
行
さ

れ
る

の

は
、

「

静
寂
の

内
に

身
を

捧
げ
る

こ

と

を

選
ん

だ

者
た

ち
」

が

「

思
考

的
な

部
分
を
し

っ

か

り
覚
醒
し
て

吟
味
し、

正

す
」

た

め
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