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ン

リ
は

基
本
的
に、

人
間
の

生
や

絶
対
的
〈

生
〉

の

存
在
や

現
実

存
在
を

カ

ッ

コ

に

入
れ

て
、

生
の

現
れ
の

実
在
性
を

徹
底
的
に
追
究

す
る

。

し
か

し
「

キ

リ
ス

ト

教
の

哲
学
」

に

は
、

ヨ

ハ

ネ
福
音
書
に

関
す
る

議

論
を
通

し
て、

絶
対
的
〈

生
〉

の

絶
対
的
現
実
存
在
（
実
存
）

に

言

及
し
て

し
ま

う
箇
所
が

あ
る

。

現

象
学
的
に

見
れ
ば

排

除
さ

れ
る

べ

き
こ

の

言

及
こ

そ、

ア

ン

リ

自
身
の

実

存
変
容
の

帰

結
を

如
実
に

顕
に

し

て

い

る

よ

う
に

思
わ
れ
る

。

　

ア

ン

リ

の

思
想
は

、

個
人

的

体
験
や

思

想
家
と
の

出

会
い

に

よ
っ

て

根

本
的
に

変
化
す
る

こ

と
が

多
い
。

「

キ

リ
ス

ト
教
の

哲

学
」

に

関
し
て

も、

聖

書
の

「

再
発
見
」

と
い

う
出

来
事
に

よ
っ

て

ア

ン

リ
自
身
の

実
存
が

変

容
し

、

そ
う
し
て

彼
は

「

キ

リ

ス

ト

教
の

哲
学
」

の

諸
著
作
を
書
く
に

至

っ

た
、

と

彼
自
身
あ
る

対
談
で

証
言
し
て

い

る
。

ア

ン

リ
に

と

っ

て
、

聖

書
の

再
発
見
は
、

思
弁
的
な
レ

ベ

ル

で

聖
書
を
新
し
く
解
釈
し
た

こ

と

で

は

な
く、

自
身
の

実
存
を
変

容
す
る

よ

う
な、

行
為
や
実
践
の

レ

ベ

ル

に

お
け
る

衝
撃
だ
っ

た
。

先
に

述
べ

た

エ

ゴ

イ
ス

ム

の

救
済
理
論
に

即
し
て

考
え
れ

ば、

こ

の

衝
撃
に

促
さ
れ
て

「

キ
リ
ス

ト
教
の

哲
学
」

を
書
く
と

い

う
一

連
の

流
れ
は

、

ま
さ
に

ア

ン
ー2
自
身
の
エ

ゴ

イ
ス

ム

か
ら
の

救
済

の

過
程
で

あ
り

、

救
済
の

実
践
だ
っ

た
の

で

あ
る

。

　

そ
う
で

あ
る

な
ら、

「

キ

リ
ス

ト
教
の

哲
学
」

に

と
っ

て

聖

書
の

こ

と

ば
は

必

要
不
可
欠
な
も
の

で

あ
る

。

ア

ン

リ

は
、

実

存
を
変
え
た
聖
書
の

こ

と
ば
と

、

実
存
の

変
容
の

帰
結
で

あ
る

現
象
学
的

体
系
と
を
併
記
す
る

こ

と
に

よ
っ

て
、

聖
書
と
の

出
会
い

が
ど
の

よ

う
に

自
分
の

実
存
を
変
え

た

か
を
ド
キ
ュ

メ

ン

ト

と

し
て

表
現
し
よ

う
と

し
た

。

そ

う
し

て
、

「

キ

リ
ス

ト

教
の

哲
学
」

は
、

エ

ゴ

イ
ス

テ

ィ

ッ

ク

な
人
間
の

生
の

救
済
の

理

論
か
つ

救
済
の

実
践
と

な
っ

た
の

で

あ
る

。

理

性
と

文
化
の

関
係
に

つ

い

て

　
　
　

グ
ロ

ー

バ

リ
ズ
ム

批
判
の

視
座
を
求
め

て

　
　
　

　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

　
八

巻

　
和
彦

　
ネ
オ

リ
ベ

ラ

リ
ズ

ム

の

イ
デ

オ

ロ

ギ
ー

な

ら
び

に
そ
れ
に

強
く
影
響
さ

れ
た
思

想
で

あ
る
「

グ

ロ

ー

バ

リ
ズ
ム
」

Ω
o
σ
o

房
ヨ

は
、

技
術
的
展
開

過

程
と

し
て

の

グ

ロ

ー

バ

リ
ゼ

ー

シ
ョ

ン

Ω

δ
げ

巴
冒
9
鼠

o
口

を

利
用

し
な

が

ら、

経
済
活
動
の

標
準
を
地

球
規
模
で

均
一

化
す
る
こ

と

に

よ
っ

て、

特
定
の

勢

力
が

世
界

中
で

経

済
的
覇

権
を

確
立

し、

そ

れ
を

文
化

的
支

配
、

政
治
的
支
配
に

も
利
用
し

よ

う
と

す
る

も
の

で

あ
る

。

そ
の

標
榜
者

た

ち
は
、

そ
の

主

張
の

根

拠
閑
Φ

器
o
コ

と

し
て
、

自

分
た

ち
の

理

論
こ

そ

が
「

合
理
的

「

p
二
〇
口

巴
」

（
つ

ま
り
理

性
に

か
な
っ

て

い

る
、

理

性
的）

で

あ
る
の

だ
か
ら、

当
然、

そ
れ
が
地
球
規
模
で

実
現
さ
れ

る
べ

き
で

あ

る

と

す
る

。

そ
し

て
、

こ

の

思

想
の

実
践
に

反
対
す
る

人
々

に

対

し
て

は
、

「

反
グ
ロ

ー

バ

リ
ズ
ム

運

動
は

理

性
的
な

も
の

で

は

な
く

感
情
的
反

発
に

過

ぎ
な
い
」

と
、

マ

ス

メ

デ
ィ

ア

な
ど
が

批
判
す
る

傾
向
が

強
い

。

　

確
か
に

経
済
学
に

は
数
学
が
応
用
さ
れ
て

い

る

が
、

当
然
の

こ

と
な
が

ら

経
済
学
に

は

数

学
以
外
の

要

素
も

存
在
し

て

い

る

の

だ

か

ら
、

数
学
の

よ

う
に

地
球
規
模
で

の

普
遍
妥
当
性
を
主

張
す
る

根
拠
は

な

い

と

言
う
べ

き
で

あ
ろ

う。

そ

し

て
、

地
球

規
模
で

軋
轢
を

起
こ

し
て
い

る

グ

ロ

ー

バ

リ
ズ

ム

に
理
性
的
に

反
論

す
る

た
め
に

は
、

理
性
と

い

う
も
の

に

つ

い

て

冷
静
な

考
察
が
必

要
と
さ

れ

る
だ

ろ

う
。

そ
こ

で
、

本

発
表
で

は
、

「

理

性
と

文
化
の

関
係
」

に

照

準
を

当
て

て

考
察
を
進
め
る

。

　

そ
も
そ
も
「

理

性
」

と
い

う
人

間
の

精
神
的
能
力
を
単
独
で

取
り
出

す

こ

と

が
で

き
て
、

そ
れ

に

対
し

て

「

感
情
」

と
い

う
人
間
の

精
神
的
能
力

が

存
在
し
て
い

る

の

だ
ろ

う
か

。

清
水
哲
郎
（
『

事
典
　
哲
学
の

木』
）

も

410（ll32）
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指

摘
し

て

い

る
よ

う
に

、

理
性
と
い

う
人
間
の

精
神
的
能
力
を

単
独
で

取

り

出
す
こ

と
は

不
可
能
で

あ
る
。

あ
る
命
題
を
わ

れ

わ
れ

が
理
解
で

き
た

と

き
に
、

「

そ
れ
は

理
性
的
な
主
張
で

あ
る
」

と
か、
「

そ

れ
は

合
理
的
で

あ
る
」

と

判
断
す
る

の

で

あ
る
。

こ

の

理
解
の

成
立

を

分
か

り
や

す
く
す

る
た
め
に

〈

納
得
〉

と

表
現
し
た

上
で
、

そ
の

〈

納
得
〉

の

成
立
の

条
件

を

検
討
し

て

み
る

と、

言
明
を

出
す
側
と

そ
れ
を

受
け
取
る
側
の

そ
れ
ぞ

れ
が
想

定
し
て

い

る

説
明
の

地

平
（

問
答
の

設
定
さ

れ
て

い

る

三凶
幕
ロ
）

が
合
致
し

て
、

は
じ

め
て

そ
こ

に
〈

納
得
〉

が
成
立
す
る

こ

と
が

分
か
る

。

〈

納
得
〉

の

成
立
に

は

必
ず
し
も

自
然
科
学
的
な
正

当
性
が
必

要
と

さ
れ

る
わ
け
で

は

な
く、

逆
に、

い

か

に

自
然
科
学
的
な

正

当
性
が
主

張
さ
れ

て

も
、

そ
の

言
明
を
受
け

取
る

側
が

そ
れ

を

求
め

る

側
と
同
一

の

地

平
に

立
っ

て

い

な
い

場
合
に

は、

そ
こ

に
〈

納
得
〉

が
成
立
す
る

こ

と
は

な
い
。

こ

こ

に

理
性
と

文
化
が
相
互
依

存
関
係
に

あ
る

こ

と
が
明
ら
か
に

な
る

。

従
っ

て
、

人

間
の

具
体
的
生
活
に

お
い

て

互

い

の

〈

納

得
〉

を
成
立

さ
せ

る
も
の

と
し
て

の

理
性
は
、

文

化
の

多
様
性
に

応
じ

て

多
様
か
つ

多
層
的

で

あ
る

こ

と

に

な
る

。

　

し
か
し、

わ

れ
わ

れ
は

こ

こ

で
、

理
性
が

根
本
的
に
相
対
的
な
も
の

で

あ
る

と

主
張
す
る

も
の

で

は
な
い

。

『

宗
教

研
究
』

三

四

五
号
に

掲
載
さ

れ
た

拙
論
「

『

文
明
の

衝
突
』

の

時
代
の

宗
教

寛
容
論
」

で

説
明
し
た

「

人

間
の

生

活
活

動
の

三

層
構
造
」

を
一

方
の

基
盤
に

し
つ

つ
、

同
時
に

ホ
ル

ク
ハ

イ

マ

ー

（
ζ゚

閏
o

蒔
げ
 

冒
Φ
『

）

が

す
で

に

六

五

年

前
に

指
摘
し

た

「

道
具

的
理

性
」

と
い

う
視
点
を
活
用
す
る

こ

と
で
、

グ

ロ

ー

バ

リ

ズ
ム

を

典
型
と

す
る

現
代
の

理
性
理
解
が

、

き
わ
め
て

狭
隘
で

不
適
切
な
理
性

理
解
で

あ
る

こ

と

を

指
摘
し
た

い
。

つ

ま

り、

自
然
科
学
や
そ
れ
の

応
用

た

る

技

術
の

世

界
で

使
用
さ
れ

て

い

る

理
性
は

、

出
o

≦

と

い

う
問
い

を

立
て

て

そ
れ

に

答
え
る

も
の

で

は

あ
る

が、

人
間
の

問
い

は

そ
れ

に

尽
き

る

も
の

で

は
な
い
。

人

聞
は

む

し
ろ

本

質
的
な

問
い

と
し

て

名
『
ロρ

骨

と

か

毒

ξ
を

問
う
も
の

で

あ
り、

そ
こ

に

答
え
る

こ

と
を

試
み

る

と
こ

ろ

に

こ

そ

人
間
の

本
来
的
な
理

性
の

存
在
意
義
が

あ
る

の

で

は

な
い

だ
ろ

う

か
。

す
で

に

古

代
ギ
リ

シ

ア

の

ソ

ク

ラ

テ
ス

が

自
然
学
の

探
求
に

落
胆
し

て

哲

学
の

探

求
へ

と

転
向

し
た

事
情
と

同
一

で

あ
る

。

現
代
に

お
い

て

も
、

こ

の

本
質
的
な

問
い

を

提
出

す
る

こ

と
を

相
手
側
に

認
め

ず
、

つ

ま

り
本
来
的
理

性
の

使
用
を

許
さ
ず
に

、

「

道

具
的
理
性
」

の

地
平
で

の

み

要
求
を

突
き
つ

け
続

け
て

い

る

こ

と
が
、

今
、

地

球
規
模
で

軋

轢
を

起
こ

し
て

い

る

理
由
で

は
な
い

の

だ
ろ

う
か

。

イ

タ

コ

た

ち
の

現
在

　
　

　
大
和
宗
を

中
心
に

イ

タ

コ

の

研
究
史
的
回
顧
と

現
状

　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
原

　

英
子

　
口

寄
せ

で

有

名
と
な
っ

た
イ
タ

コ

も
二

〇
一
一

年
と
一

二

年
は

恐
山
で

二

名
、

川
倉
で
一

名
と
な

り
、

百
石
の

法
運

寺
と

弘
前
の

久
渡

寺
で

は

誰

も

来
な

く
な
っ

て

し
ま
っ

た
。

大
勢
の

イ

タ

コ

が

来
て

口

寄
せ

す
る

イ
タ

コ

マ

チ

の

風
習
は
過
去
の

も
の

と
な
り
つ

つ

あ
る

。

岩
手
県
に

は

視
覚
障

害
の

あ
る

巫

者
た
ち
が
組

織
す
る

宗
教

法
人

大
和
宗
が

あ
る

。

本
山
は

聖

徳
山

大
乗
寺

。

こ

こ

で

も

常
時

活
動
に

参
加

す
る

僧
侶
は

五
、

六
人
と

な

っ

て

し
ま
っ

た
。

大

和
宗
を
中
心
に

研

究
史
的
回

顧
と

問
題
の

指
摘
を
行

い

た
い

。

　

堀
一

郎
は

盲
巫

へ

の

関

心
か
ら
一

九
五

〇

年
代
に

大
和
宗
に

言
及
し

た
。

そ
の

後
シ

ャ

ー

マ

ニ

ズ
ム

研
究
が
盛
ん

に

な

り
、

イ
タ

コ

な
ど

が
注

目
さ

れ
る

な
か、

大
和
宗
で

も

盲
巫
を

焦
点
と
し
た
研

究
が
な
さ

れ
て

き
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