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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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た
。

そ
こ

で

は

盲
僧
や
男
性
信
徒
へ

の

関
心
は

高
く
な
か
っ

た
。

し
か
し

宗
教
団
体
と
し

て

の

組
織

化
へ

の

過
程
で

盲
僧
や

男
性
信
徒
た
ち
が
果
た

し

た

役
割
を
み

る
と
、

大

和
宗
と

し
て

は

盲
巫

以

外
の

考
察
も
重

要
で

あ

る
。

今
回
は

教
団

創
設
時
期
に

お
い

て
、

盲
僧
や
男
性
信
徒
た
ち
が
果
た

し
た

役
割
に

つ

い

て

取
り
上
げ
た

後、

組
織
に

お

け
る

男
女
の

役
割
に
つ

い

て

考
え
て

い

き
た
い

。

　
明
治
維
新
後

、

盲
僧
の

生
活
は

困
窮
し、

盲
僧
た
ち
が
復

業
運

動
を
お

こ

し
た

の

で
、

一

八

七
五

年
に
、

盲

僧
は

天

台
宗
の

教

団
組

織
を

通
じ
て

統
制
さ

れ
る

よ

う
に

な
っ

た

こ

と
が

指
摘

さ
れ

て

い

る

が

（

加
藤

康
昭

『

日
本
盲

人
社
会
史
研
究
』

　一

九
七

四
、

四

七
八

−
八
一

頁
）

、

岩
手
県
南

部
で

も
同
様
の

状

況
が

み

ら

れ
、

大
原
（
現
一

関
市
大

東
町）

の

金
野
元

正
市
は
、

天

台
宗
中
尊
寺
へ

の

復
帰
を
懇
願
し、

盲
僧
た
ち
は

、

天
台
宗

地

神
盲
僧
派
と
し

て

認
め

ら

れ
る

こ

と

に

な
っ

た

（
『

大
和
宗
の

縁
起
並

大
乗
寺
史
録
』

一

九
七
一
）

。

］

九
三

九

年
に

な
る

と
、

宗
教
団
体
法
に

よ

り
地
神

盲
僧
派
が
天

台
宗
か

ら

は

ず
さ
れ
る

こ

と

に

な

り
、

盲
僧
た

ち
は

宗
教
結

社
創
設
へ

動
き
だ

す
こ

と

に

な
っ

た．、

後
に

大

和
宗
初
代
と

第
二

代
の

管

長
と

な
る

米
倉
如
山
（
一

八

八

六
−
一

九
六
一

年
）

と

千
田
賢
竜

（
一

九
〇

五

−
八
一

年）

を

中
心

に、

諸
地

方
幹
部
が
連

合
し
た

結
果

、

四
二

年
に

天

台
大
和
教
が

認
可
さ

れ

て

い

る
。

千
田
は

曹
洞
宗
寺
院
で

修

行
を
し
た

後
に
視
力
を

な
く
し

米
倉
の

弟
子
と
な
っ

て

い

た
の

で
、

仏
教

に

対
す
る

知
識
が
深
く、

教
団
設
立
に

必
要
な
教
義
・

規
則
等
の

作
成
で

大
き
な

力
と

な
っ

た
。

行
政
と
の

交

渉
に

は

薄
衣
村
出

身
の

伊
藤
勇
雄
が

活
躍
し

た
。

伊
藤
は

農
民
運
動
や
医
療
組
合
運
動
の

実
績
か

ら
村
会
議
員

を

経
て
、

当
時
は

県
会
議
員
を

し
て

お

り、

岩
手

県
庁
へ

の

届
出
の

際
は

米
倉

、

千
田
ら
と
と

も
に

出
か

け
て

い

る
。

伊
藤
の

祖
父

母
は

盲
僧
・

盲

巫

で

あ
っ

た
こ

と
か
ら
伊
藤
は

信
徒
総

代
を
し
て

い

た
。

こ

の

こ

ろ

資
金

面
で

も
協
力
者
が
現
れ
た

。

初

代
米
倉
の

占
い

で

資
産
を
つ

く
っ

た

千
葉

荘
治
郎
の

所
有
地
が
寺
院

敷
地
と

し
て

提
供
さ
れ
た
の

で

あ
る

。

ま
た

仏

閣
と

な
る

建
物
を
購
入
し
移
築

す
る
こ

と
で

寺
院
と
し
て

の

様
相
も

整
え

て

い

っ

た
の

で

あ
る

。

終
戦
後
四

九
年
に

名

称
を

大
和
宗
に

変

更
し
、

五

二

年
に

宗
教
法
人
と

し
て

認
証
さ
れ
て

い

る
。

　
盲
僧
と

盲
巫

は
夫

婦
で

あ
る

者
も
多
い

こ

と
が

指
摘
さ

れ

て

き
た

が、

大
和
宗
で

も
男
女
の

巫

者
が

夫

婦
で

あ
る

例
が
み

ら

れ
る

。

習

得
す
べ

き

内
容
が

男
女
の

性
で

違

う
の

で
、

盲
僧
は

男

性
の
、

盲
巫

は

女

性
の

師
弟

を
と

っ

て

い

た
。

師

匠
は

師
弟

同
士
の

婚
姻
や

自
分
の

子
ど
も
と

師
弟
の

婚
姻
を

勧
め
る
こ

と
も

あ
っ

た
。

こ

の

よ

う
な

師
弟
関
係
と
親

族
関
係
を

基
盤
と

し

た
小

組
織
ご
と
に

大

和
宗
へ

と
加

入
し

て

い

た

よ

う
で

あ
る

。

　
大
和

宗
で

は
、

総

本
山
が

出

す
教
師
、

権
教
師
等
の

免
状
に

よ

り、

男

女
と

も
に

大
和

宗
僧
侶
と
し

て

の

資
格
を
授

け
ら

れ

る
一

方
で
、

日

常
に

お
い

て

は

居
住
地
域
で

、

男
性
は

占
い

や

霊

媒
を

す
る

盲
僧
と
し

て
、

女

性
は
イ
タ

コ

・

オ
ガ

ミ

サ

ン

と
い

わ
れ
る

盲
巫
と
し

て

の

活
動
を

続
け
て

き
た

。

そ

う
し
た

男
女
で

異
な
る

系
統
の

師

弟
関
係
を

も
つ

僧
侶
た

ち
を

ま
と

め
る

の

が
、

大
和
宗
だ
っ

た

の

で

あ
る

。

　
大
和
宗
は
視

覚
障
害
が

加
入
の

条
件
に

あ

り、

長
い

間
新
た
な

加
入
者

は
な
い

。

近
年
は

盲
僧
・

盲
巫

た

ち
が

宗
教

活
動
を
止
め

た

と

き
、

そ
の

道

具
の

オ

シ

ラ

サ
マ

や

数
珠
等
を
返

納
す
る

場
所
と
し

て
、

機
能
す
る

こ

と
が

多
く
な
っ

て

い

る
。
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