
Japanese Association for Religious Studies

NII-Electronic Library Service

Japanese 　Assoolatlon 　for 　Rellglous 　Studles

第 1G 部会

威
や

軍
国
主
義
の

台
頭
に

対
し

て、

ガ

ン

デ
ィ

ー

は

日

本
へ

の

懐
疑
的
な

立
場
を

変
え
ず、

藤
井
も

日
本
の

立

場
へ

の

理

解
を

求
め
る

姿

勢
を

変
え

な
か
っ

た
。

 
藤
井
ら
の

仏
教
僧
と
し

て

の

口
常
的
な

宗
教
的
実

践
を
ガ

ン

デ
ィ

ー

は

評
価
し、

藤
井
や

弟
子
た

ち

と

の

親
密
な

交
流
を、

む

し

ろ

楽
し
ん

で

い

る

様
子
が

見
ら

れ

た
。

 
結
果
と

し
て

、

思
想
的
な
立
場
の

違
い

に

も

関
わ

ら
ず、

両

者
の

深
い

交
流
は

継
続
さ

れ、

そ

れ
は

弟
子
た

ち
に

も
受
け

継
が

れ

た
。

　
す
な
わ
ち
ガ
ン

デ
ィ

ー
は
、

藤
井
や

弟
子
た
ち
の

日

常
的
な

宗
教
者
と

し

て

の

あ
り
方
に

深
い

共
感
を
示
し

た

が
、

そ
れ
に

よ
っ

て

自
ら

の

対
日

認
識
を

変
更
す
る

こ

と

は

な

か

っ

た
。

ま

た
、

ガ

ン

デ
ィ

ー

と

の

親
密
な

交
流

を
通
し
て

口

本
山
妙
法
寺
は、

戦

後
の

平
和
運
動
へ

の

展
開
に

際
し

て、

ガ

ン

デ

ィ

ー

の

非
暴
力
運
動
を、

改
め

て

継
承
す
る

こ

と

を

可
能
に

し
た
こ

と

が

論
じ

ら

れ

た
。

渡
辺

海
旭
を

め

ぐ
る

　
　

社
会
事
業
と

仏
教
の

関
係
性
に

つ

い

て

菊
　
池

結

　

日
本
に

お

け
る

「

仏

教
と

福
祉
」

に

関
す

る

研
究
は、

明
治
後
期
か

ら

大
正
に

か

け
て

を
黎
明

期
と

み
な

す
こ

と

が

で

き
る

。

明

治
維
新
に

よ
る

社
会
体
制
の

変
化
や
廃

仏
毀
釈、

欧

米
か

ら
の

近
代
社
会
事
業
の

思
想
や

方
法
の

導
入、

キ

リ
ス

ト

教
徒
に

よ

る

社
会

活
動
か

ら

の

影
響、

産
業
革

命
に

よ

る
社
会

問
題
の

多
発
を

要
因
と

し

て
、

仏
教

者
た

ち
が

社
会
的
な

活
動
を

始
め

た

こ

と
は
、

よ
く
知
ら
れ
て

い

る
。

そ

の

後、

第
二

次
世
界

大

戦
末
期
お

よ

び

戦
後
の

空
白
期
を

え
て
、

仏
教
福
祉
研
究
は、

昭
和
四

一

年
に

設
立
し

た

「

日

本
仏
教
社
会
福
祉
学
会
」

に

お

い

て

再
び

活
発
と

な

る
。

そ
し
て

、

さ
ま

ざ
ま
な
議
論
を
え
て
、

二

〇
〇
五

年
に

『
口

本
仏

教
社
会
福
祉

辞
典
』

が

刊
行
さ
れ
た

。

　

発
表
者
は、

こ

れ

ま

で

明
治
期
の

仏
教
者
が

自
ら
の

仏
教
思
想
を
近

代

的
な
社
会
事

業
に

ど

の

よ
う
に

関
係
性
を
も
た

せ

て

仏
教
社
会

事
業
を
論

じ

て

い

る
の

か

に

感
心
を
持
ち、

渡
辺
海
旭
を

め

ぐ
る

社
会

事
業
と

仏
教

と

の

関
係
性
に

つ

い

て

考
察
し

て

き

た
。

し

か

し
、

発
表
者
を
た
び
た

び

混

乱
さ

せ

た
の

は、

社
会
的
な

実
践
を

行
う
仏
教
者
に

と
っ

て、

仏
教
思

想
が

そ

の

実
践
に

ど

の

よ

う
に

関
係
し

て

い

る

の

か

見
え

に

く
い

と

い

う

点
で

あ
る。

い

わ
ば
理

論
と

実
践
の

不
一

致
と

も

い

え

る

現
象
が

見
ら

れ

る
。

　

海
旭
の

社
会
事
業
と

仏
教
の

関
係
性
は
、

古
来
よ
り

変
化
す
る

こ

と

の

な
い

大

乗
仏
教
の

精
神
と、

時

代
の

進
歩
に

と
も
な

っ

て

変

化
す
べ

き

「

科
学
的
な
」

社
会

事
業
と

い

う
、

精
神
と

実
践
方

法
を
異
な
る
も
の

と

し

て

区
別
し

た

点
に

近

代
的
な

特
徴
が

あ
る

。

同
様
に、

仏
教
社
会
福
祉

辞

典
編
纂
委

員
長
で

あ
っ

た

中
垣

昌
美
氏
は
、

仏
教

祉
会

福
祉
論
は

、

「

科
学
」

と

し

て

の、

す

な
わ

ち

社
会

科
学
の
一

部
門
と

し

て

の

社
会
福

祉
学
の
…

分

科
に

据
え
た

仏

教
社
会

福
祉
学
に

あ
る

こ

と
を

提
唱
す
る

。

そ

の

場
合、

「

仏
教
」

は

「

厳
密
に

は

仏
教
者
ま

た

は

教
団
」

を
表
す
か
、

主
体
的
契

機
と

し

て

「

仏
教

社
会
福

祉
の

実
践

活
動
に

お

け
る
仏
教
精
神

の

発
露
」

と

し

て

表
さ
れ

る
。

本
発
表
で

は、

社
会

科
学
的
な

認
識
に

も

と

つ

く
実
践

方
法
を
基
礎
と

す
る

仏
教

社
会
福

祉
論
の

提
唱
と

、

そ

の

精

神
ま

た

は
主

体
的
契
機
と

し

て

の

「

仏
教
」

の

強
調
の

妥
当
性
に

つ

い

て
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考
察
す

る
。

　
で

は
、

社
会
科
学
に

も
と
つ
い

た

仏
教

社
会
福
祉
に

お

い

て
、

仏
教
と

社
会
福
祉
と

の

関
係
性
は
ど
の

よ

う
に

扱
わ
れ
る

の

だ
ろ

う
か

。

中
垣

氏

は、

仏
教
と

社
会

福
祉
の

結

合
様
式
は
、

具

体
的
で

実
践
的
な

活

動
体
と

し

て

の

仏

教
教
団
を

媒
介
と
す

る

限
り
に

お

い

て、

歴
史
的
・

社
会
的
現

実
の

も
と

で

結
び

付
け
ら
れ

る

と

す
る

。

ま

た
、

「

仏
教

的
価
値
志
向
性

（
仏
教
精
神）
」

は
、

（
中
垣

氏
が

述
べ

る

よ
う
な）

仏
教
社
会
福

祉
研
究

に

関
す
る

理

論
的
枠
組
み

を

根
底
に

据
え
て、

社
会
的
問
題
へ

の

対
応
に

積
極
的
に

取
り

組
み

、

問
題

解
決
の

実
践
過

程
の

上
に
、

主
体
的

契
機
と

し
て

導
入
・

活
用
し

て

い

く
べ

き

で

あ
る

こ

と
を

述
べ

て

い

る
。

　

し
か

し
、

仏
教
教

義
を
主

体
的
契
機
と

し
た

場
合
に
、

主

体
者
を

即
社

会
的
な

活
動
に

結
び
つ

か

せ
た

り
、

ま
た
人

間
関
係
に

お

い

て

近

代
的
な

意

味
で

の

平
等
観
を
生
じ
さ

せ

る

の

か

ど
う
か

は、

さ

ら

に

検
討
が

必
要

に

思

わ
れ

る
。

し

か

し、

こ

の

点
を
理
論
化
し
な

け
れ
ば
仏
教

社
会
福
祉

の

存
在
の

意
義
が

問
わ

れ

る

こ

と

に

な
り

か

ね

な

い

だ

ろ
う

。

同
時
に、

仏

教
思
想
を
抜
き

で

仏
教
社
会
福
祉
論
を

構
築
す
る

こ

と

は
、

や
は

り
そ

の

独
自
性
と

役
割
を

指
し
示

す
こ

と
が
で

き
な
い

だ

ろ

う
。

　

最
後
に
、

社
会

科
学
を

強
調
し
た
仏

教
社
会
福
祉
論
に

お

い

て

は、

以

下
の

課
題
が

生
じ

る

こ

と

を

指
摘
し
て

終
わ
り
た

い
。

］
、

社
会
科
学
を

強
調
す
る

仏
教
社
会

福
祉
論
で

は
、

仏
教
教
義
と

の

無

　

関
係
さ

が

社
会
科
学
の

強
調
と

相
対

的
に

現
れ
る

。

二
、

そ
の

結
果、

社
会
福
祉
思
想
に

合
致
し
た

か

た

ち

で
、

随
意

的
に

仏

　

教
思
想
が
選

択
さ

れ

結
合
さ

れ

る

可

能
性

、

あ
る
い

は
ま
っ

た
く

仏
教

　

教
義
と

無
関
係
に

成
り
立

つ

場
合
も
あ
り

う
る
。

仏
教
思
想
に

基
づ

く

ケ

ア

論
の

展
開

坂

　
井

　
祐

　
円

　

近
代
社
会
は、

独
立
し

た

個
人
が

、

権
利
や

義
務
に

関
わ

る

社
会
的

規

範
に

反
し

な

い

限
り
で

、

そ

れ
ぞ
れ

の

自
由
意
思
や

判
断
能
力
に

従
っ

て

生
き

る
、

と

い

う

個
人

主
義
的
自
由
主

義
を
も
た

ら
し

た
が
、

ケ

ア

論
は

そ
の

反
動
か

ら
起
こ

っ

て

き

た
も
の

で

あ
る

。

す

な
わ

ち
、

人

間
と

は
、

そ
も

そ

も
共
同
性
の

も
と

に

生
ま
れ

育
ち、

他

者
へ

の

配
慮
や

同
情
・

共

感
に

出
来
す
る

行
動
規
範
の

も
と
で

、

他
者
と

の

感

情
的
な

つ

な
が

り
を

求
め

る

存
在
で

あ
る

。

人
と

人
と
が

相
互
に

支
え

合
い
、

共
に

生
き
る

世

界
を
理

想
と

す
る

関
係
主

義
的
共
生
主

義
が、

ケ

ア

論
の

基
調
に

は

流
れ

て

い

る
。

　
ケ

ア

論
が

前
提
と
す
る

無
自
覚
な

信
念
は、

素
朴
な
人
間
肯
定
・

人

間

信

頼
に

あ
る

と

言
え
よ
う

。

仏
教
思
想
が

現
代
の

ケ

ア

論
に

寄
与
で

き

る

面
が

あ
る

と

す
れ
ば、

こ

の

素
朴
な

人

間
観
に

対
し

て

反
省
を

促
す
と

と

も
に

、

「

ケ

ア
す
る

主
体
は

い

か

に

あ
る

べ

き
か
」

に

つ

い

て

の
一

つ

の

問
題

提
起
を

投
げ
か

け
る

こ

と

で

は

な

い

か

と

思
う

。

そ

れ
は

ま
た、

近

代

社
会
が

生
み

出
し
た
理

性
中
心
の

人

間
観
と

も
異
な

る
、

智
慧
と

慈
悲

に

基
づ

く
人

間
観
の

提
示
で

あ
る

。

　
そ

こ

で

問
題
と

し
た
い

の

は、

ケ

ア
論
の

焦
点
の
一

つ

で

あ
る
〈

ケ

ア

へ

の

欲
求
〉

に

つ

い

て

で

あ
る

。

多
く
の

ケ

ア

論
に

散
見
さ
れ
る
の

は
、

〈

ケ

ア

へ

の

欲
求
〉

は
人

間
に

と

っ

て

本
質
的
で

自
然
な
善
な
る
感
情
で

あ
る、

と

い

う
主
張
で

あ
る

。

赤
子
が

泣
い

て

い

た

り、

人
が
困
っ

て

途
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