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す
る
こ

と

に

資
す
る

点
で
、

戦
後
日
本
の

思
想
空
間
全

体
を

考
え
る

基

礎

と

も
成
り
得
る

と

答
え
た

。

す
な
わ

ち
「

帝
国
」

お
よ
び
「

天
皇
」

と

い

う
存
在
を
前
提
と

し
た
戦
時
中
の

日
本
仏
教
研
究
が、

敗
戦
後

、

如
何
な

る

枠
組
に

お
い

て

再
構

築
さ
れ
て

い

っ

た

の

か
を
検
討
す
る
こ

と

を
通
し

て
、

仏
教
以

外
の

分
野
に

も
通
じ
る

成
果
を

提
示
で

き
る

と

い

う
こ

と

で

あ
る

。

　

ま
た

各
自
の

発

表
に
対
し
て

も
質
問
が

な

さ
れ、

そ
れ
ぞ
れ
が
応
答
し

た
。

桐
原
発
表
に

対
し
て

は
、

服
部
に

お

け
る

三

木
清
理
解
の

妥
当
性
が

問
わ
れ
た

。

こ

れ
に

対
し
桐
原
は
、

服
部
と
三

木
の

親
鸞
理
解
に

は

ズ
レ

が

存
在
し
て

お
り、

そ
の一、
一
木
解
釈
に

は

当
時
か

ら
羽
仁
五

郎
な
ど
に

よ

る

批
判
が
存
在
し
て

い

た

こ

と

を

指
摘
し

、

本
発
表
は

あ
く
ま
で

服
部
の

思
想
で

あ
る

こ

と

を

付
言
し
た

。

ワ

ル

ド
発

表
に

対
し
て

は
、

『

葬
式
仏

教
』

の

み

を

取
り
上

げ
る

こ

と

で
、

圭
室
の

学
問
全
体
を
語
る

こ

と
が

可

能
か
ど

う
か
、

と
い

う
質
問
が

な
さ

れ
、

彼
は

、

そ
れ

が
確
か

に

困
難
で

あ
る、

と

答
え
た

。

今
回
は
、

時
間
制
限
の

た

め
、

あ
え
て
、

代
表
作
の

み

に
焦
点
を

当
て

た．、

圭
室
に

よ

る

「

日

本

仏
教
史
」

そ
の

も
の

を

究
明

す
る
こ

と

は
、

今
後
の

課
題
で

あ
る

と
も
述
べ

た
。

碧
海
発
表
に

対
し

て

は
、

五

来
が

自
己
の

学
問
の

総
称
を

「

仏
教

民
俗
学
」

か
ら

「

宗
教
民
俗

学
」

へ

と

次
第
に

移

行
さ

せ

て

い

っ

た
の

は
な
ぜ
か
、

と
い

う
質
問
が

な

さ

れ
た
。

こ

れ

に

対
し、

五

来
は

仏

教
よ
り
も
庶

民
信
仰
の

主

体
性
を
よ

り
重
視
す
る

傾
向
が

後
年
に
な

る

ほ
ど
強
く
な
っ

て

き
た

た
め

で

あ
る

、

等
の

応
答
が

な

さ

れ
た

。

　

質
疑
応
答
に

際
し
て

は
、

フ

ロ

ア

か
ら
も

示
唆
に

富
ん

だ
コ

メ

ン

ト
や

質
問
が

寄
せ

ら

れ

た
。

敗
戦
と
い

う

体
験
に

よ
っ

て

も、

学
問
的
な
方
向

性
に

ほ

と
ん

ど

変
化
が

み

ら
れ

な
い

よ

う
な
人
物
を
ど
の

よ

う
に

考
え
る

べ

き
か、

す
な
わ

ち

本
パ

ネ
ル

が、

断
絶
と
い

う
側

面
を
重

視

す
る
余

り、

連

続
性
を

見
逃
し
て
い

る
の

で

は

な
い

か、

と
い

う
指
摘
が

な
さ

れ

た
。

さ
ら
に

本
企
画
が、

歴
史
研
究
に

取
り
組
ん
だ
人

物
を

中
心
と
し

て

お
り

、

仏
教
の

哲
学
的
考
察
に
取
り
組
ん

だ

者
に

焦
点
を
当
て

た
場
合
に

は
、

ま
た

異
な
る

時
代
像
が
見
え

て

く
る

の

で

は

な
い

か

ー
等
々

で

あ

る
。

こ

れ
ら
に

対
し
て
パ

ネ
リ
ス

ト
は
、

ま

ず
日

本
仏

教
の

語
り
の

中
心

が

仏
教
学
か
ら
歴
史
学
へ

と

移
行
し
た
と
い

う
構
図
を

示
し

、

さ
ら
に

敗

戦
前
後
に

お
い

て

当
人
の

思
想
自
体
に

大
き
な
変
化
が
な
い

と
し
て

も、

戦
後
に
そ
の

主
張
が

主

流
に
な
っ

た

と
い

う
こ

と

か
ら、

そ
こ

に

時
代
と

社
会
の

変
容
を
見
る

こ

と

が
で

き
る

で

あ
ろ

う
と

質
疑
を
結
ん

だ
。

宗
教
に

お

け
る

死
生

観
と

超

越

代
表
者
・

司
会
　
高
田
信
良

コ

メ

ン

テ

ー

タ

　
氣
多
雅
子

宗
教
的
信
に

お

け
る

超
越
と

そ
の

構
造

　
　
諸
井
慶
徳
の

宗
教
論

　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　

澤
井
　
義
次

　

今
回
の

研
究
発
表
で

は
、

天
理

教
学
者
で

宗
教
学
者
で

も
あ
っ

た

諸
井

慶
徳

（

一

九
一

五

1
］

九
六
一
）

が、

宗
教

学
的
に

考
察
し
た

宗
教
的
信

の

本
質
構
造
を

明
ら

か

に

し、

そ
の

う
え
で

死
生
の

意
味
を
め

ぐ
る

彼
の

天
理

教
教

義
学
的
視
座
を

探
究
し
た
い

。

諸
井
慶
徳
は

奈
良
県
天

理

市
に

生
ま
れ

、

東
京
帝
国
大
学

宗
教
学

宗
教
史
学

科
お
よ

び

同
大
学
院
に

学
ん

だ
。

後
に

天
理

教
山

名
大
教
会
長
を
務
め、

天
理

大
学
の

初
代
宗
教

学
科

84（806）
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長
や
お

や
さ
と

研
究
所
長、

さ
ら
に
天
理
教
校
長
な
ど
の

要
職
を
歴

任
し

た
。

著
書
と

し
て

『

宗
教
神
秘
主
義
発
生
の

研
究
』

（
東
京
大
学
へ

提
出

さ
れ

た

文
学
博
士
論
文
）

の

ほ
か
、

『

宗

教
的
主
体
性
の

論
理
』

や
諸

井

慶
徳
著
作
集
（
全
八

巻
）

な
ど

が
あ
る

。

彼
の

宗
教
研

究
の

特
徴
は

、

宗

教

学
研

究
が
天
理

教

教
義
学
と

密
接
不
可
分
に
連
関
し
て

い

た
こ

と
に

あ

る
。

　

諸
井
は
世
界
の

宗
教

現
象
や

宗
教
思
想
を

踏
ま
え
て、

宗
教
的
信
の

本

質
構
造

論
を
宗
教
学
的
に

展
開
し

た
。

ま

ず、

人
間
存
在
の

主

体
的
あ
り

方
を

「

信
に

お
い

て

あ
る
」

あ
り
方
と
し

て

捉
え
た

。

彼
の

宗
教
論
に

お

け
る

本

質
概
念
は
「

神
的
存
在
」

で

あ
っ

た
。

ま
た

「

信
が

先
に

あ
っ

て
、

し
か

る
後
に
神
的
存
在
が
措
定
さ
れ
た
も
の

で

は
な

い
」

と

し

て
、

宗
教

的
信
と

「

神
的
存
在
」

の

本
質
的
相

即
性
を

強
調
し

た
。

宗
教
的
信
に

お

け
る

「

二

つ

の

超
越
性
」

、

す
な
わ

ち
「

上

へ

の

超
越
」

と

「

下
へ

の

超

越
」

は

円
環
的
な
関

係
性
に

あ
り、

「

超

越
的
な
絶
対
的

次
元
の

存
在
に

対
す
る

信
仰
は

神
秘
主

義
の

何
よ

り
の

基
盤
で

な
け
れ

ば

な
ら

な
い
」

と

述
べ

、

信
仰
が

す
で

に

神
秘
主
義
の

根
柢
に

確
立

さ

れ

て

い

る

と
い

う
。

　

ま
た

人
間

存
在
を

「

場

界

的
存
在
」

と

し
て

も

捉
え
た

。

「

場

界
」

（

「

巴
α
−

亳
色
け）

に

つ

い

て、

彼
は

ハ

イ
デ

ガ

ー

の

言

葉
を

援
用

し
て

言

う
。

そ
れ
は
人

間
存

在
が
「

そ
の

た

め

に
（

配
慮
し）

」

「

そ

こ

に

お
い

て

（

あ
り）

」

「

そ
れ
へ

向
か
っ

て
」

存
在
者
を
出
会
わ
し
め

る

も
の

で

あ
る

。

「

場

界
的

存
在
」

と

し
て

の

人

間
存
在
に

は
、

そ
の

動
態
的

構
成
の

根
柢

（

q
饋
毎
昌
α）

に
、

二

つ

の

構
成
要

素
す
な
わ

ち
「

欠
如

性
・

欠

陥

性
」

と

「

拡
充
性
・

充
足

性
」

が

あ
り

、

そ
れ

ら
は

相
互
連
関
し
て

い

る
。

ま

た

超

越
性
を

「

横
的

超
越
」

と

「

縦
的

超
越
」

に

分

け
て
、

「

場

界
そ
れ

自
体
の

超
越
」

を

意
味
す
る
「

縦

的
超

越
」

の

働
き
は、

ま
さ
に

「

根
源

存
在
」

（
d
同

αq
目

巨
α）

の

方
か

ら
働
き
か

け
ら
れ
る

と
い

う
。

諸
井
に

と

っ

て

「

原
宗
教
」

（
d
霞
Φ
自

oq
δ
昌）

は

「

究

極
的
に

し

て

根
源
的

な
る

信

の

農
開
」

で

あ

り
、

宗
教
は
「

か
か
る

高
次
の

場
界
に

お

い

て

あ
る

人

間

主

体
の

事
実

展
開
の

諸
相
」

で

あ
る

。

こ

の

よ

う
に

諸

井
の

宗
教
論
で

は
、

「

根

柢
」

（

隼
Φq

匿
巳）

が

鍵
概

念
を

な
し
て

い

る
。

「

原
初
」

を

示

す
接
頭
辞

q
「

（
ウ

ル
）

を

布
置
し
て、

存
在
の

根
源
性

、

あ
る

い

は

生

の

根
柢
を
認
識

す
る

こ

と
の

重
要

性
を

強
調
し

た
。

　
こ

う
し
た

宗
教
的

信
に

関
す
る
議
論
を
踏
ま
え
て、

死
生
の

意
味
を
め

ぐ
る

諸
井
の

天
理
教
教

義
学
的
視
座
を

考
察
し

た
い

。

彼
は
天
理
教
の

三

原
典
の

内
容
に
も
と

つ

い

て

天
理
教
教

義
学
の

樹
立
を
目
指
し
た

。

天
理

教
の

教

義
で

は
、

親
神

に
よ
る

人

間
世

界
創
造
の

目

的
は
「

陽

気
ぐ
ら

し
」

世
界
の

実
現
に
あ
る

。

入
間
は
親
神
の

守
護
に
よ
っ

て

生
か
さ
れ
て

生
き
て

い

る

が
、

死
は

「

出
直
し

」

と

し
て

教
示
さ
れ
る
。

「

出

直
し

」

と

は

人
問
が

親
神
か

ら
借
り
て

い

る
身
体
を

親
神
に

返
す
こ

と

を
意
味
す

る
。

し
か
し

諸
井
の

言

葉
に
よ

れ
ば
、

「

死
は

決
し
て

人

間
の

真
の

生

命

の

終
末
な
の

で

は
な
い
」

。

死

は

＝

つ

の

転
機
」

に

す
ぎ
な
い

。

魂
は

生
き
通
し
で

あ
り、

ま
た

再
び

後
に
別
の

身
体
を

借
り
て

生
ま
れ

替
わ
っ

て

く
る

。

人
間
存
在
の

生

命
は
、

た

だ

死
を

も
っ

て

す
べ

て

が

終
る
の

で

は

な
く、

「

陽
気
ぐ
ら

し
」

世

界
の

実
現
へ

向
け
て、

生
ま

れ
替
わ

り
を

繰
り
返
し

て

い

く
。

こ

れ

が

人
間
の

生
き
る

場
と
し

て

の

生
の

「

根
柢
」

で

あ
る

。

諸
井
は

言
う

、

「

お
よ

そ

根
柢
と

は
そ
の

成
り
立

ち
の

始
元
を

知
る

も
の

に

よ
っ

て

教
え
ら
れ

、

告
げ
ら
れ
て

こ

そ

初
め

て

知
ら

さ
れ

る

べ

き

も
の

で

あ
ろ

う
」

。

　

諸
井
は

救
済
へ

の

経
路
を

示
す
も
の

が

宗
教
の

教

説
で

あ
る

と

言
う

。

救
済
と
は

「

神
的

存
在
」

の

方
か
ら
の

働
き
か

け
に

よ

る

「

絶
対
的
生

命

（807）85
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転
換
の

境
地
そ
の

も
の
」

で

あ
る

。

彼
の

宗
教
の

本

質
構
造
論
で

は
、

宗

教
的
信
に
お

け
る

超
越
と
生
の

根

柢
の

認
識
が

密
接
不
可

分
に

連

関
し

て

い

る
の

で

あ
る

。

危
機
の

体
験
と

死
生
観
の

形
成

　
　
　

現
代
日
本
に

お
け
る

キ
リ

ス

ト

教
理
解

　
　

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

　

中
村
　
信
博

　
ま

ず
、

事
例
と

し
て

佐
原
英
一

牧
師
（
一

九

四
四

−
二

〇
〇
八

年
・

日

本
基

督
教
団
京
都
葵
教
会）

の

実
践
的
な

牧
会
と

そ
の

背
景
お
よ

び
影
響

に

つ

い

て

紹
介
す
る

。

次
い

で
、

ド
イ

ツ

敬
虔
主
義
が
近

代
プ
ロ

テ

ス

タ

ン

ト

史
に

お
い

て

果
た
し
た

役
割
に
つ

い

て

言
及
し、

佐
原
牧

師
に

類
型

化
さ

れ
る

現

代
日

本
に

お
け
る

キ

リ
ス

ト

教
が
、

ド
イ
ツ

敬
虔
主

義
の

背

景
と

そ
れ
が
お
よ

ぼ

し

た
影

響
に

通
底
す
る
特
質
を
備
え
な
が
ら

展
開
し

て

き
た
も
の

で

あ
る

こ

と
を

明
ら
か
に
す
る

。

こ

れ
に

よ
っ

て
、

現
代
日

本
に

お
け
る

キ
リ

ス

ト
教
は

多
く
の

先
行
研
究
が
論
じ
て

き
た

神
学
者
や

特
定
の

聖

職
者
の

信
仰
理
解
に

匹

敵
す
る

死
生
観
を

内
在
し
な
が

ら
、

い

わ
ば

多
く
の

無
名
の

信
仰
者
に

よ
っ

て

形
成
さ
れ
て

き
た

も
の

で

あ
る

こ

と
を

実
証
と

仮
説
と

に
よ

っ

て

論
じ
る

。

　

日

本
基

督
教
団
京
都
葵
教
会
に

お

け
る

お
よ
そ
三
〇

年
に
お

よ

ぶ

佐
原

牧
師
の

牧
会
は
、

ほ

ぼ
］

○

年
周

期
で

初
期

、

中
期
、

晩
期
に

区
分
す
る

こ

と
が
で

き
る．、
一

貫
し
て

「

悲
し

み

を

負
う
ひ

と
び

と
」

を
視
野
に

お

い

た

牧
会
活
動
で

あ
っ

た
。

も
ち

ろ

ん
、

こ

の

事
実
は
、

聖
書
的
隣
人
愛

の

実
践
や、

イ
エ

ス
・

キ
リ
ス

ト

の

十
字
架
に

お

け
る
苦
難
を
根
拠
と

し

た
、

牧
師
と

し
て

当

然
の

働
き
で

あ
っ

た

と

推
論
す
る
こ

と
も
可
能
で

あ

ろ

う
。

け
れ
ど

も
、

「

心
臓

病
の

子
ど

も
を

守
る

京
都
父

母
の

会
」

と

の

共
同
に

よ
る

「

パ

ン

ダ
園
」

（

自
主

保
育
施

設
）

を
教

会
内
に

設

置
し
た

こ

と
や
、

多
く
の

青
年、

信
徒
た

ち
に

私
生
活
を
投
げ
出
す
よ
う
に

し
て

継
続
さ
れ

た

牧
会
活
動
に

よ
っ

て

影
響
を

受
け
た

者
は
、

質
と
量
に

お
い

て

群
を

抜
い

て

い

る
と

さ
れ

る
。

　

そ
の

背
景
に

は
、

佐
原
牧
師
の

際
だ

っ

た
終
末
論
的
信

仰
が
指

摘
さ

れ

る

べ

き
だ

ろ

う
。

若
い

日
に

幼
い

次
男
を

失
っ

た
経
験
は

、

イ
エ

ス
・

キ

リ
ス

ト
の

苦
難
に
つ

い

て

だ

け
で

は

な
く、

「

悲
し

み

を

負
う
ひ

と
び
と
」

と

の

距
離
を

近
く
し、

宣
教

論
の

内
実
を

「

共
感
」

と

い

う
精
神
行
為
に

変
え
た
の

で

は
な
い

か
と
お
も
わ
れ
る

。

佐
原
牧
師
が
め

ざ
し

た

牧
師
像

は
、

困
難
の

途
上
に

あ
る

ひ

と
び
と

に

同
伴

者
と
し
て

沿
い

続
け
る

こ

と

で

あ

り、

ま
た、

牧

師
と
し
て

教
会
を
「

悲
し
み

と

困
難
の

共
同
体
」

と

し
て

形
成
す
る
こ

と
に

あ
っ

た
。

そ
れ

は
ま
た、

狭

義
で

の

信
仰
の

有
無

に

と

ら
わ
れ
な
い
、

］

般
社

会
と

境
界
の

な
い

（

越

境
的
）

教
会
の

姿
を

も

提
示
し

て

い

る
。

い

っ

ぽ

う
で

、

そ
れ

を

徹
底
す
れ

ば
、

教
会
共
同
体

を
非

聖
域

化
し
て

し

ま

う
の

で

は

な
い

か

と
の

批
判
に

さ

ら
さ
れ

か
ね
な

い

も
の

で

も

あ
っ

た
。

　

と

く
に

神
学
的
著
作
を

残
さ
な
か
っ

た

ひ

と

り
の

牧
師
の

営
為
は、

体

験
的
で

偶
発
的
な
も
の

に

過
ぎ
な
い

の

だ
ろ

う
か

。

そ
こ

に

内
在
す
る

キ

リ

ス

ト
教
理
解
の

理
論
を
抽
出
す
る
こ

と
は

不
可
能
な
の

か
。

本
発

題
に

お

い

て

は
、

佐
原
牧
師
の

牧
会
活
動
に
直
接
影
響
が

あ
っ

た
と
は

お
も
わ

れ
な

い

ド
イ

ツ

敬
虔
主
義
の

成
立
事
情
と

そ
の
北

且
尽

に
つ

い

て

比

較
論
的

に
一

瞥
す
る

こ

と
で
、

こ

の

点
を
理
解
す
る

た
め
の
一

助
を

得
る

こ

と
が

で

き
る
と

仮
定
し
た

。

　

知
ら
れ
て

い

る
よ

う
に、

ド
イ
ツ

敬

虔
主

義
は、

F
・

シ
ュ

ペ

ー

ナ
ー

に
よ
る

家
庭
で

の

集
会
（
8
＝
Φ

ゆ自

冨

官
 

8
こ
 
）

を
起

源
と

し、

近
代
プ

86（808＞
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