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重
し

、

運
命
学
は

「

宗
教
」

を
凌
駕
す
る

も

の

と
す
る

。

こ

こ

で

の

「

宗

教
」

は
、

既
存
の

諸
宗

教
の

こ

と

で

あ
る

が
、

昭
和
恐
慌

後
の

人
心
の

荒

廃
に

よ

り
思
想
善
導
の

必
要
性
を
感
じ
て

い

た

熊
暗
は、

門
人
か

ら
要
請

さ

れ
た
こ

と

も
あ
り、

既
存
の

「

宗
教
」

と

は

異
な
る、

自
ら
の

新
た
な

「

宗
教
」

の

展

開
へ

と

踏
み

込
ん

で

い

く
。

太
極
か

ら
天
地

問
の

万
象
が

こ

と

ご
と

く

生
み
出
さ
れ

る

と

す
る

易
の

世

界
観
は
、

そ
れ
自

身
で

は

整

然
と
し

た

世
界
認

識
に

基
づ

く、

「

合
理

的
」

と
も

言
え

る

自
然
哲

学
体

系
で

あ
る

。

こ

れ
を

こ
心

道
と

し

て

再
編
成
す
る

こ

と

は
、

時

代
の

要
求

に

沿
う

宗
教
の

必
要
性
を
訴
え、

既
成
宗
教
の

前
近
代
性
を
克
服
し
よ

う

と

す
る、

熊
暗
の

独
自
の

試
み

で

も

あ
っ

た
。

　
熊
暗
に

あ
っ

て

は
、

基
本
的
に

依
拠
す
る
と

こ

ろ

は

易
の

数
理

的
か

つ

思

弁

的
な

世
界

観
で

あ
り、

強
調
点
に

多
少
の

変
化
は

見
ら
れ

る

も
の

の、

解
釈
に

大
き

な

転
換
は

見
受
け
ら
れ

な

い

。

熊
暗
の

運
命
学
か

ら

宗

教
へ

の

変
容
は、

個
人

的
救
済
に

関
わ
る

思
想
体
系
か

ら

社
会
的
性

格
を

持
つ

形
而
上

学
へ

の

移
行
と

い

う
位

相
変
化
と

も
理

解
さ

れ

る
。

そ
こ

で

「

宗
教
」

と
さ

れ

た

も

の

は
、

社
会
へ

の

回
路
を

開
く
営
み

で

あ
っ

た
。

「

済
世
救
民
」

と
い

う

言
葉
に

現
れ
る
よ

う
な

社
会
へ

の

関
与
を

熊
崎
は

「

宗
教
」

と

し、

理

論
の

純
化
と
著
述、

そ

し

て

運
命
学
実
践
と

い

う
よ

う
な

形
態
で

活
動
し
て

い

く
。

　
・

心
道
は

既
存
の

宗
教
伝
統

、

あ
る
い

は

新
宗
教
に

基
盤
を

持
た

な

い

形
で

成
立
し

、

運
命
学、

と

り

わ
け

易
の

思
想
が

宗
教
と

し

て

再

編
成
を

み

た
と
い

う
特
徴
が

明
確
に

見
ら

れ

る

事
例
で

あ
る

。

近

代
日

本
の

新
宗

教
は

儒
教
伝
統
の

影
響
を

受
け

て

い

る
と
し

ば
し

ば

言
わ
れ
る

が、

そ

こ

に

含
ま
れ

る

儒
教
的
要
素
の

直
接
的
影
響
関
係
を

捉
え

る
こ

と
は

難
し
い

場
合
が

多
い

。

そ
の

中
で
、

・

心
道
は

儒
教
伝

統
の
一

部
で

あ
る

易
の

影

響
が

明
瞭
に

教
義
上
に

見
出
せ

る

点
で

稀

有
な

事
例
と

い

え
る

。

今
後

は
、

調
査
を

進
め
て、

こ
心

道
や
熊

峙
の

思
想
の

展
開
の

内
実
を
よ

り

明

ら

か

に

す
る

と

と

も
に

、

筆
者
が

関
心
を
抱
い

て

い

る、

近

代
に

お

け

る

思
想
体

系
と

し

て

の

易
の

解
釈
史
や
そ
の

位
置
づ

け
の

文
脈
で

、

熊
暗
の

自
己

表

明
と、

自
己
理

解
を

さ

ら
に

追
究
し
た
い

。

「

み
か

ぐ
ら

う
た
」

の

ひ

の

き

し

ん
堀

内

　
み

ど

り

　
諸

井
慶
徳
は

『

ひ

の

き
し

ん

序
説
』

（
昭
和
二

八

年
改
訂
版）

に

お

い

て
、

「

『

ひ

の

き

し
ん
』

と

い

ふ

言
葉
は、

近
頃
む

や
み
に

も
て

は
や
さ

れ

て

来
た
や

う
で

あ
る

。

こ

れ

は
一

面
に

お

い

て

寔
に

心
う
れ
し

い

こ

と

で

は

あ

る
が
、

ま
た

他
面

深
い

留

意
が

要
求
せ

ら
れ

て

な
ら

な
い

。

…
…

我
々

は
実
に

『

ひ

の

き
し
ん

』

な
る

概
念
の

下
に

我
々

の

行
為
の

在
り
方

を

表
現
せ

ず
に

は

ゐ

ら
れ
な
い

。

そ

れ

は

本
教
徒
の

用
ゐ

る
一

般
的
代
名

詞
で

は

な
く
し
て
一

つ

の

内

容
豊
か

な

固
有
名
詞
で

あ
る

か

ら
で

あ
る

。

」

と

述
べ

る
。

「

ひ

の

き

し

ん
」

が

天
理

教
を

世
に

知
ら

し

め
た

行
動

・

活

動
で

あ
っ

た
こ

と

は
、

昭

和
七

年
に

書
か

れ

た

松

村
吉

太
郎
『

ひ

の

き

し

ん

精
神
』

に

も、

『

ひ

の

き
し
ん

の

意
味
と

展
開
』

（
昭

和
四

六
年）

に

も

前
提
の

よ

う
に

表
記
さ

れ、

自
覚
さ

れ
て

い

る

と

同
時
に

、

「

ひ

の

き

し

ん
」

の

教
義
的
理

解
や

研
究
は

不

十
分
で

あ
る
と

い

う
認
識
が

常
に

あ
っ

た
。

　
『

改
訂
天
理
教

事
典
』

に

も、

「

天
理

教
信
者
の

積
極
的
な

神
恩
報
謝
の
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行
為
を、

す
べ

て

『

ひ

の

き

し
ん
］

と

い

う
。

漢
字
を

あ
て

れ

ば、

『

日

の

寄

進
』

で

あ
り、

日

々

親
神
に

寄
進

す
る
と

い

う

意
味
を

持
つ
。

『

ひ

の

き
し

ん
』

は

天
理

教
信
仰
の

行
動

化
さ

れ
た

姿
そ
の

も
の

で

あ
る

。

『

天
理
教
教
典
』

に

は

『

日
々

常
々
、

何
事
に

つ

け、

親

神
の

恵
を

切
に

身
に

感
じ

る
時、

感
謝
の

喜
び

は、

自
ら
そ

の

態
度
や

行
為
に

あ
ら
わ
れ

る
。

こ

れ

を、

ひ

の

き

し

ん
と

教
え
ら

れ
る
』

と

述
べ

ら

れ
て

い

る
。

」

と

記
さ
れ

、

「

ひ

の

き

し
ん
」

が

天

理
教
の

行
動

様
態
を

表
象
す
る

言

葉

で

あ
る

こ

と

は

明
ら

か

で

あ

る
。

こ

の

「

ひ

の

き

し
ん
」

と

い

う

用
語

は、

原
典
中

「

お

さ

し
づ
」

に
一

回
出
て

く
る

以
外
は、

「

み

か

ぐ
ら

う

た
」

の

中
に

見
ら
れ、

「

ひ

の

き

し
ん
」

の

教
理
の

要

諦
は、

「

み

か

ぐ
ら

う
た
」

で

示

さ

れ
る

。

こ

の

「

み

か

ぐ
ら
う
た
」

で

教
え
ら

れ
た

と
い

う

こ

と

が
重

要
で

、

個
人
を

自
己

浄
化
あ
る
い

は

信
仰
の

深
化
に

向
か

わ
せ

る
「

ひ

の

き

し
ん
」

を、

社
会

的
活
動
を

積
極
的
に

行
わ

せ

る
根
拠
と
し

て

示
し

得
る

と

考
え

る
。

諸
井
は
、

「

手
踊
り

を

行
は

し

て

頂
く
心

は

又

ひ

の

き
し
ん
を
つ

と

め

る

心
に

相
通
ふ

。

…
特
に

両
者
は

そ

の

際
の

信
仰

的
気
持
に

於
て

密
接
な
つ

な
が

り
を

持
つ

て

ゐ

る

と

思
は

ず
に

は

ゐ

ら
れ

な

い
。

」

と

感
じ

、

「

「

ひ

の

き

し

ん
」

と

「

て

を

ど

り
」

は、

…

「

お

た

す

け
」

と

と
も
に、

実
に

本
教
の

動

的
体
現
の

三

綱
領
」

と

言
う
。

　

諸
井
慶
］

郎
は

、

「

『

ひ

の

き
し
ん
』

と

『

た

す
け
あ
い
』

」

（

昭
和
四
六

年
）

の

中
で、

「

ひ

の

き
し

ん
」

は

信
仰
の

物
種
・

肥
と

な
る

も
の

で

あ

り、

そ

れ

ゆ
え、

「

ひ

の

き
し
ん
」

に

励
む

主

体
の

動
機
は

、

「

か

り
も
の

の

理
」

が

治
ま

っ

た

「

た

ん

の

う
」

の

心
か

ら

流
れ
出
る

神
へ

の

感
謝
の

喜
び
で

あ
る
と

す
る

。

そ

れ

は

金
品
で

は

な

く
、

行
為
の

寄
進
で

あ
り、

陽
気
ぐ
ら
し

世
界
建
設
お

よ

び
そ

の

象
微
と

し

て

の

つ

と

め

場
所
〈

お

た

す
け
〉

建
設
が
は

た
ら

き

の

対
象
で

あ
る

と

説
く

。

そ

し
て
、

「

日
々

の

生

活
そ

の

も
の

を
寄
進
化
す
る

の

は
『

た

す
け
あ
い
』

の

実
を

生

活
活
動

に

於
い

て

現
す
こ

と

に

よ
っ

て

可
能
と

な

り
、

逆
に

『

た

す
け

あ
い
』

の

実
践
は

、

親
神
へ

の

寄
進
と
し

て

行
う
の

だ
と

い

う

内
的
動
機
付
け

に

よ

っ

て

信
仰
活
動
と

な
る

」

と

結
論
づ

け
る

。

す
な
わ
ち

、

「

ひ

の

き
し

ん
」

は
「

た

す
け
あ
い
」

の

実
践
に

お

け
る
内
的
動
機
と

し

て

十
分
な
る

役
割

を
果
た

す

の

で

あ
る

。

あ
ら

ゆ

る

行
為
や

そ

の

結
果
は

神
に

棒
げ
ら

れ

て

こ

そ、

「

欲
を

忘
れ

て
」

の

行
動
（
「

み

か

ぐ
ら
う
た
」

卜

＝
四
）

が

実

践
で

き
、

個
人
の

修

養
と

な
る

。

　
「

み

か

ぐ

ら

う
た
」

は

第
一

節
（
慶
応
二
）
、

第
二

節
（
明
治
三
）

、

第

三

節
明

治
八

（

ぢ

ば

定
め

も）
、

第
四

節
〔
明

治
三
）

、

第
五

節
（
慶
応

三
）

と

教
え
ら

れ
た

が、

現

存
す
る

慶
応
三

年
か

ら

明

治
十
年
ま

で

の

「

み

か

ぐ
ら
う
た

本
」

は

第
五

節
（
六
七
同

大
会
の

発
表
要
旨
の

年
代
の

誤
記
を

お

詫
び
し

ま
す）

で
、

こ

れ
は
「

み

か

ぐ
ら

う
た
」

の

「

て

を

ど

り
」

の

地
歌
に

相
当

す
る

こ

と
、

「

て

を
ど

り
」

で

天

理
教
が

伸
展
し
て

き
た
と

い

う
歴
史
を

考
え
る

と
、

そ
こ

に

在
っ

た
信
仰
的

歓
喜
と

熱
狂
と

が
他

者
へ

の

「

た

す
け
」

と

い

う

関
わ
り
と

な
っ

て
、

信

者
た

ち

の

「

生

命
的
教
導
」

と

な

っ

た
の

で

は

な

い

か
。

し

た

が

っ

て

「

み

か

ぐ

ら

う

た
」

で

教
え
ら

れ

た

「

ひ

の

き

し

ん
」

と

い

う
行
動
は、

「

た

す
け

あ
い
」

の

行

為
と

し

て

他
者
へ

と

向
か

う
の

で

あ
る

。
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