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ト
マ
ス
・
マ
ー
ト
ン
に
お
け
る
「
楽
園
」
の
回
復

―
仏
教
の
影
響
か
ら
見
て
―
―

一
　

は

じ

め

に

一
九
五

九
年
ト

マ
ス
・

マ
ー
ト

ン
（
一
九
一
五
－

一
九
六
八
）
は
、
鈴

木

大

拙
と
の
公
開
往

復
書

簡
の
中
で

「
楽
園
の
回
復
」
と
い
う
用
語

を
用
い
て
い

る
。
そ
の
中
で

、

マ
ー
ト
ン
は
、
楽
園

の
回
復

を
「
自
分
の
中
に
神
の
国

を

見
つ
け
る
こ
と
」
と
言

っ
て
い

る
。
か

れ
は
、
こ
の
自
分
の
中
に
神
の
国

を

見
つ
け
る
た
め
の
ひ
と
つ
の
手
段

と
し
て
、
仏
教

の
「

空
」
の
思
想

を
借
用

し
た
。
か
れ
は
、
仏
教
の
思
想

と
キ
リ

ス
ト
教

の
思
想
に
は
共
通
す

る
と
こ

ろ

が
あ
り
、
キ
リ

ス
ト
教

が
な
く
し
て
し
ま
っ
た
本
来
の
相

を
仏
教

の
思

想

に
よ
っ
て
再

発
見

で
き
る
と
と
も
に
、
そ
こ
に
キ
リ
ス
ト
教
の
発
展
も
あ

る

と
考
え
た
。
「
仏
教
・
ヒ
ン

ヅ
ー
教
そ

の
他

の
偉
大

な
ア

ジ
ア

の

諸
宗
教

に

心
を
開
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
私
た
ち
は
、
自
分
た
ち
の
様

々
な
伝
統
の
今
後

の
可

能
性
に
つ
い
て
学

べ
る
、
す

ば
ら
し
い
機
会
を
持
て
る
の
で
あ
る
。

な

木
　
鎌
　
安
　
雄

ぜ
な
ら
、
ア
ジ
ア
の
諸
宗
教
に
は
、
西
欧
の
人
た
ち
が
持
っ
て
い
る
も
の
よ

り
も
、
よ
り
深
い
洞
察
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。」

二
　

西
欧
二
元

論
と
神
の
国

西
欧
の
キ
リ
ス
ト
教
を
概
観
す
る
と
、
二
元
論
の
調
和
が
保
た
れ
て
い
る

と
き
は
、
そ
れ
は
よ
く
発
達
し
、
調
和
が
失
わ
れ
た
と
き
、
堕
落
し
て
い
っ

た
こ
と
が
よ
く
わ
か
る
。
中
世
に
な
る
と
古
代
教
父
の
時
代
に
調
和
が
保
た

れ
て
い
た
二
元
論
は
、
調
和
が
破
れ
、
自
然
と
超
自
然
な
ど
の
対
立
が
強
調

さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の
後
、
近
代
科
学
の
発
達
に
伴
っ
て
、
そ
の
対

立
は
ま
す
ま
す
激
し
く
な
っ
て
い
っ
た
。
つ
ま
り
、
近
代
西
欧
の
基
本
的
パ

ラ

ダ
イ
ム
は
、「
信
仰
の
み
」
を
主
張
し
た
結
果
、
天
上
の
神
を
強
調
す

る

よ
う
に
な
っ
た
ル
ー
テ
ル
、
心
と
物
と
の
関
係
を
主
観
と
客
観
、
意
識
と
対

象
の
関
係
に
ま
で
抽
象
化
し
た
デ
カ
ル
ト
、
ま
た
ユ
ー
ト
ピ
ア
を
「
未
だ
成
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ら

ざ
る
も
の
」
と
い
う
終
末
論
的
に
近
い
意
味
で

の
未
来
に
設
定
し
た

マ
ル

ク
ス
か
ら
ブ
ロ
ッ
ホ
ヘ
の
線
を
あ
げ
る
こ
と

が
で
き
る
。

二

つ
の
も
の
が
対

立
す

る
も
の
と
し
た
こ
う
し

た
分
裂
し
た
二
元
論

の
流

れ
に
見
え
隠
れ
す

る
よ
う
に
、
本
来
の
キ
リ

ス
ト

教
的
二
元
論
の
相

が
、
神

秘
家
と
言

わ
れ
る
人
ぴ
と
に
よ
っ
て
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
パ
ラ

ダ
イ

ム

と
し
て
、
キ
リ
ス
ト
教
教
父

か
ら
ア

シ
ジ
の
フ
ラ

ン
シ
ス
コ
、
ノ

ー
ク

ィ
ッ

チ
の
ジ
ュ
リ
ア
ン
、
十
字
架
の
ヨ
ハ
ネ
、
ヤ
コ
ブ
・
ベ
ー
メ
、
ド
ス
ト
エ
フ

ス
キ
ー
の
線
を
あ
げ
る
こ
と
が
で

き
る
。
そ
の
他
、
ホ
ワ
イ
ト

ヘ
ッ
ド
に
始

ま

る
プ
ロ
セ
ス
思
想
。

シ
ャ
ル
ダ
ン
．

ハ
イ
デ

ガ
ー
、
そ
れ
に

マ
ー
ト
ン
の

線

を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き

る
。

二

元
論

が
調
和
を
失
い
分
裂
し
た
結
果
、
中
世
近
代
以

降
の
思
想
で
は
、

精
神
の
み

を
そ
の
対
象
と
し
て
、
体
は
真
剣
な
思
索
の
対
象
と
な
り
え
な

か

っ
た
。
し
か
し
、
今
日
、
性
・
老
年
・
死
が
思
想
界
だ
け
で
は
な
く
、
医
学

界
、
教
育
界
、
政
治
の
世
界
で
も
そ
の
対
象

と
な
っ
た
こ

と
は
、
分
裂
し

た

近
代
二
元
論

の
再
検
討

の
時
代

に
入

っ
た
こ

と
を
示

し
て

い
る
。

新
約

聖
書

は
、
神
の
国

に
つ
い
て
「
神

の
国

は
近
づ
い
た
」
そ
し
て
「
神

の
国

は
あ
な
た
方

の
と
こ
ろ
に
す
で
に
来
て
い

る
」
と
い

う
相
反
す

る
表

現

を
用
い
て
い

る
。
こ
の
神
の
国
の
既
存
在

性
と
未

存
在

性
の
調
和

が
崩

れ
、

未

存
在
性
の
み

が
重
要
視

さ
れ
る
よ

う
に
な
っ
た
た
め
に
、
近
代
二
元
論

が

発

達
し

た
と
見

る
こ

と
が
で
き

る
。
神

の
国
に
つ
い
て

の
こ

の
本
来

の
二
面

性

、
つ
ま
り

キ
リ

ス
ト
教
的
二
元
論

の
本

来
の
諸
相
は
、
キ
リ

ス
ト
教
教
父

と
東
方
キ
リ
ス
ト
教
の
中

に
見

る
こ

と
が
で

き
る
。
初

期
の
教
父

エ
イ

レ
ナ

イ
オ
ス
に
よ
る
と
、
人

間
は
、
体
・

魂
・
霊

か
ら
成
り
、
体

と
魂
は
そ

の
大

の
像
で
あ
り
、
霊
は
神

の
似
姿
・
神

の
い
の
ち
で
あ
る
。
神

の
似
姿
は
種
子

の
形
と
し
て
与
え
ら
れ
、
完
全
に
成
熟
し
た
神

の
い
の
ち
の
状
態
に
ま
で
発

展
し
て
い
く
。
ま
た
イ
エ

ス
誕
生
の
目
的
は
、
人
間

が
神
の
子
と
な
る
た
め

に
、
神
の
子
が
人
の
子
と
な
っ
た
。
東
方
キ
リ
ス
ト
教
で
は
、
聖
遺
物
を
神

の
神
殿
の
し
る
し
と
し
て
見
て
い
る
。
こ
の
見
方
は
、
物
質
・

自
然
・
世
界

を
神
の
い
の
ち
の
象
徴
で
あ
る
と
同
時

に
、
そ

の
い
の
ち
を
産
み
出
す
場

と

し
て
見
て
い
る
こ
と
を
示

し
て
い
る
。
人
間

と
自
然

を
生
成
す
る
も
の
と
し

て
と
ら
え
る
こ
と

に

よ
っ
て
、
「
今
在
る
と
同
時
に
未
だ
来
て
い
な
い
神
の

国
」
と
い
う
キ
リ
ス
ト
教
的
二
元
論

が
は
っ
き
り
し
て
く
る
。
神
の
国

と
は

二
つ
の
静
止
し
た
も
の
で
は
な
く
、
神
の
中

に
あ

っ
て
神
に
向
か
っ
て

い
く

躍
動
的
な
プ
ロ
セ
ス
、
こ
の
世
界
の
中
で
成
長

・
実
現
し
つ
つ
、
同

時
に
そ

の
最
終
的
実
現
は
未

来
に
あ
る
こ
と
を
示

し
て
い
る
。

神
の
国
の
二
面
性
の
調
和

が
な
く
な
り
、
神
が
自
然
に
反
す
る
超
自
然
的

存
在

だ
け
に
な

っ
た
結
果
。
分
裂
し
た
近
代
二
元
論
（
近
代
自
然
主
義
的
科

学
論
・
唯
物
論
的
無
神
論
・
各
種
の
汎
神
論
）
が
生
ま

れ
た
。

三
　

涅

槃

と

楽

園

マ
ー
ト

ン
は
、
初
期
キ
リ

ス
ト
教
教
父
の
世
界
観
に
キ
リ

ス
ト
教
的
な
涅

槃

の
相

を
求

め
。
そ
れ

が
楽
園
の
状
態
、
「
全
く
の
裸
の
状
態
」
と

言

う
。

「
全
く
の
裸
」
と
は
、
空
・
無
の
状
態
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、

そ

れ

は

「
十
字
架
の
死
に
至
る
ま
で
自
分
自
身
を
無
に
し
た
」
（
フ
ィ
リ
ピ
２
・
６
）



と
い
う
キ
リ
ス
ト
の
自
己
空
化
、
謙
遜
に
通
じ
て
く
る
。
つ
ま
り
、
裸
の
状

態
、
キ
リ
ス
ト
教
的
涅
槃
は
、
キ
リ
ス
ト
の
よ
う
に
他
者
の
た
め
に
死
ん
で

他
者
と
一
致
す
る
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
か

れ
は
、
涅
槃

を
「

愛
の
体
験
」

と
呼
び
、
「
キ
リ
ス
ト
に
よ
る
他
者
と
の
一
致
の
実
現
」
と

も

言

っ
て
い
る

が
、
こ
れ
ら
に
よ
っ
て
、
マ
ー
ト
ン
の
涅
槃
観

が
は

っ
き
り
し
て
く
る
。

体
験
を
超
え
て
い
る
涅
槃
を
か
れ

が
体
験

と
と
ら
え
た
こ
と
に
は
問
題

が

あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
こ
こ
で
は
、
か
れ

が
涅
槃
を
原
始
仏
教
の

本

来
の
意
味
に
理
解
し
て
い
た
か
ど
う
か
で
は
な
く
、
か
れ

が
そ
れ
に
よ
っ

て

、
ど
の
よ
う
に
キ
リ
ス
ト
教
を
回

復
し
て
い
っ
た
か
を
見
て
い
く
。

周
知
の
通
り
、
初
期
キ
リ

ス
ト

教
教
父

た
ち
は
、
「
神
の
像
と

似
姿
に

よ

っ
て
人
間

が
つ
く
ら
れ
た
」
こ

と
を
強
調
し
て
い
る

が
、

マ
ー
ト
ン
は
、
こ

の
神

の
像
と
似
姿

が
人
間

の
内

に
あ
る
か
ら
こ
そ
、
楽
園
の
回

復
が
可

能
性

と
し
て
各
人
間
に

あ
る
と
言

う
。
ま

た
涅
槃
は
、
人
間
世

界
の
中

に
あ
り

、

人
間

が
今

い
る
こ
こ

に
、
そ

の
ま
ま

の
状
態
で
い
る
こ
と
が
涅
槃
で

あ
る
。

涅
槃
の
追
求
は
、
こ
の
世
界

の
拒
否

や
逃
避
で
は
な
く
、
こ
の
世

界
の
価
値

を
真
に
理
解
す
る
こ
と
で
あ
る
、
と
も
言
っ
て
い
る
。
マ
ー
ト
ン
の
こ
う
し

た
涅
槃
観
は
、
神

の
国
が
既
存
在
で
あ
る
と
同
時
に
未
存
在
で
あ
り
、
ま
た

生
成

す
る
も
の
で

あ
る
こ

と
を
示

し
て
い
る
。
キ
リ

ス
ト
の
受
肉
に
代
表
さ

れ
る
「
物

質
の
中

の
神
」
観

が
あ
る
。
つ
ま
り
、
人
間
に
は
、
神
の
像
と
似

姿

が
あ
る
か
ら
こ

そ
、
人
間

は
神
に
成

っ
て
い
く

の
で

あ

る
。
「
人
間
の
中

の
キ
リ
ス
ト
の
像
が
キ
リ
ス
ト
に
よ
り
完
全
に
似
た
者
へ
と
成
長
し
て
い

く
」

の
で
あ

る
。

四
　

無

我

と

キ

ジ

ス

ト

と

の

一
致

無
我
と
は
、
ア
ー
ト
マ
ン
な
ら
ざ
る
も
の
を
ア

ー
ト
マ
ン
と
見

な
す
こ

と

を
や
め
る
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
無
我
と
は
真
の
自
己
、
ア
イ

デ
ン

テ
ィ
テ

ィ
を
発
見
し
そ
れ
を
確
立
し

た
状
態

と
言
う
こ
と
が
で
き

る
。

マ
ー
ト
ン
は
、
真
の
自
己

で
は
な
い
こ

と
、
つ
ま
り
偽
り
の
自
己

を
「
神

の
愛
の
外
側
に
い
る
に
艶

」

と
言

っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
そ
れ
は
、
涅

槃
の

状
態
か
ら
離
れ
る
こ

と
で
あ

る
。
し
た
が
っ
て
、
真
の
自
己
実
現

を
行

う
た

め
に
は
、
経
験
的
自
己
、
日

常
的
自
己

、
表
面
的
自
己
を
捨
て
て

、
内

な
る

神
の
像
を
育
て
あ
げ
て
い
く
こ

と
で
あ

る
。

ま
た
次
の
よ
う
に
も
言

っ
て
い

る
。
無
我
と
は
、
疎
外

さ
れ
た
自
己

の
こ

と
で
は
な
く

、
超
越
し

た
自
己

の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
超
越
し
た
自
己
は
神

と
は
違
う
が
、
愛
と
自
由
に
よ

っ
て
、
神
と
一
致
し
た
も
の
で
あ
る
。
し
た

が
っ
て
、
唯
一
つ
の
自
己
し

か
な
い
よ
う
に
な
る
。
そ
れ
は
、
「
生
き

て

い

る
の
は
も
は
や
私
で
は
な
く
、

キ
リ

ス
ト

が
私
の
内
に

生
き
て

い
る
」
（
ガ

ラ
テ
ィ
ア
２
・
2
0）
状
態
と
同

じ
で
あ

る
。
こ
の
至
高
体
験
は
、
単

な
る
個
人

力
に
よ
る
体
験
で
は
な
く

、
内

な
る
キ
リ

ス
ト
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
。

マ
ー
ト
ン
の
無
我
観
を
こ

の
よ
う
に
、
神

と
の
協
力
関
係
に
よ
る
真

の
自

己
発
見
、
神
と
人
間
と
の
一
致

の
状

態
と
見

る
と
き
、
そ
こ
に
は
、
人
間

の

愛

が
神
の
愛
に
成

っ
て
い
く
変

容
の
思
想

が
う
か
が
わ
れ
る
。

エ
イ
レ
ナ
イ

オ
ス
は
、
前
述
の
よ
う
に
、
人

が
神

に
な
る
た

め
に
、
神
が
人

に
成

っ
た
と

言

っ
て
い
る

が
、
マ
ー
ト
ン
は
、
無
我

の
思
想

を
借
り
て
、
初
期

の
教
父

た
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ち

が
伝
え
て
い
る
人
間
観
を
回
復
し
よ
う
と
し
て
い
た
と
見
る
こ
と

が
で

き

る
。
そ
こ
に
は
、
天
上
の
神
と
地
上
の
人
間
、
善
な
る
神
と
悪
な
る
物
質
と

い

う
二

分
法

が
な
い
。

五
　

無

明

と

原

罪
　
　

無
明
と
は
、
無
知
、
つ
ま
り
、
自
己
の
能
力

が
無
常
で
あ

る
こ
と

を
「

知

ら

な
い
」
こ
と
で
あ

る
。
そ
の
反
対
の
「

知
る
」
と

は
、
自

然
界

の
客
観
的

対

象
を
認
識
す
る
こ

と
で
は

な
く
、
物
の
本
性

を
知

る
こ

と
、
自
己
へ
の
執

着
か
ら
離
れ

る
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
無
明
と
は

、
執
着

の
根
底
に
あ
る

も
の
、
人
間
の
苦
し
み
の
基
に
な

っ
て
い
る
も
の
で
あ

る
。

し
た
が
っ
て
。

無
明
は
、
キ
リ

ス
ト
教
の
原
罪
に
対
応
す
る
こ
と
に

な
る
。

マ
ー
ト

ン
は
、
こ

の
無
明

を
次

の
よ
う

に
解
釈
し
て
い
る
。
楽
園
の
ア

ダ

ム
が
つ
く
ら
れ
た
と
き
、
ア

ダ
ム
は
、
自
分

よ
り

も
高
い
も
の
、
し
か
も
親

し
く
自
分

の
中

に
あ
る
も
の
に
向
か
っ
て

い
た
。
つ
ま
り
、
神
の
中
に
あ
り
、

神

に
結

ば
れ
て
い
た
。
こ
れ

が
楽
園
の
無
垢
の
状
態
で
あ
り
。
仏
教
の
「
空
」

に
相
当
す
る
。
し

か
し
、
ア

ダ
ム
の
堕
落
に
よ
っ
て
、
知
識

が
生
じ
た
。
こ

こ

に
善
悪
の
知
識

が
始
ま
る
。
罪
の
奴
隷
と

な

る
。
「
無
明
」

が
始
ま
る
。

こ

こ
に
神
と
人
間
と
の
間
に
二
元

論
的
緊
張
が
生
じ
た
。

善
悪
の
知
識

を
知

っ
て
し
ま
っ
た
人
間

が
、
楽
園
の
無
垢
、
つ
ま
り
涅
槃
・

空
の
状
態

を
回
復
す

る
た
め
に
は

ど
う
し
た
ら
い
い
の

だ
ろ
う

か
。
鈴
木
大

拙
は
、

マ
ー
ト

ン
と
の
往
復
書
簡
の
中
で
、
無
明

と
本
来

の
光

と
の
対
立
は
、

黒
と
白
、
善

と
悪

な
ど
の
間
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
対
立
で

は
な
い
と
言

っ
て

い

る

。

そ

し

て

、

無

明

と
本

来

の
光

は

、
正

反

対

で

相

容

れ

ぬ

よ

う
に

見

え

る

が

、

そ

の

反
面

、

相

方

は

互

い

に
補

足

し

合

っ
て

い

る

。
両

者

は
不

可

分

に

協

力

し

て

働

い

て

い

る

と

続

け
て

い

る
。

マ

ー
ト

ン
も

、
大

拙

と
同

様

に
、

知

識

と

無

垢

、

ま

た

は

ス

シ
エ

ン

シ
ア

と
サ

ピ

エ

ン

シ
ア

と

の

相

互
関

係

を

認

め

、

無

垢

だ

け

を

求

め

る

こ

と

は

、

そ

の
反

対

に

、

知

識

だ

け

を
求

め

る

こ

と

に

な

る

。

つ

ま

り

、

偽

り

の
自

己

、
偽

り

の
空

に

な
る

と

言

っ
て

い

る
。

こ
こ

に

は

、

人

間

世

界

の
不

条

理
、

人

間

の

も

つ
二

面

性

を

認

め

た

豊

か

な

人

間

観

が
あ

る

。

六
　

お

わ

り

に

マ

ー

ト

ン
と

鈴

木

大

拙

と

の

往

復

書

簡

を
中

心

に

し
て

。

マ
ー

ト

ン

か

ら

見

た

「

涅

槃
」

「

無

我

」

「

無

明

」

を

概

観

し

て

き

た

。
す

る
と

、

そ

こ

に

い
く
つ
か
の
事
柄
が
浮
び
上
っ
て
く
る
。
第
一
に
、
特
に
近
代
以
降
の
西
欧

キ
リ

ス

ト
教

の

主
要

な

流

れ

は

。
初

期

の

キ

リ

ス
ト

教

と

は

異

な
り

。

調

和

を

な

く

し

た

、

分

裂

し

た
近

代

自

然

科

学

的

二

元

論

の

影

響

を
受

け

て

い

た

。

第
二

に

、

仏

教

と

本

来

の

キ
リ

ス
ト

教

に

は

い

く

つ

か

の
共

通
点

が
あ

る

。

第
三

に

、

仏

教

と

キ

リ

ス
ト

教

に
は

相

違
点

が
あ

る

。

第

一

の

点

に

つ

い

て

。

マ

ー
ト

ン

が

キ
リ

ス
ト

教

と

仏

教

の
比

較

を

試

み

た

と

き

、

初

期

キ

リ

ス
ト

教

教

父

の
世

界

観

・
人

間

観

を
引

用

し
て

い

る
こ

と

か

ら

も

わ

か

る

よ

う

に

、

キ
リ

ス
ト

教

思

想

の
基

を

教

父

の
神

学

に

お

い

て

い

る

。
こ

こ

に

仏

教

と

の
出

会
い

を
設

定

し

た

こ

と

は

、

い

わ
ゆ

る

中

世

以

後

の

西

欧

キ

リ

ス
ト

教

の
神

学

で

は

な
く

。

教

父

の

神

学

を
回

復

し

、

そ



こ

か
ら
キ
リ

ス
ト
教
の
今
後
の
可

能
性

を
探
ろ

う
と
し
て
い
た
こ
と
を
示

し

て
い
る
。

第
二

の
点

に
つ
い
て
。

仏
教

に
お
け
る
「

涅
槃
」
は
、
キ
リ
ス
ト
教
に

お

け
る
「

楽
園
」
に
相
当
し
、
「
無
我

」
は
「

キ
リ

ス
ト
と
の
一
致
」
に

相

当

し
、「

無
明
」

は
「
原
罪
」

と
相
当
し

て

い

る
。
今
日
的
諸
状
況

か
ら
見

れ

ば
、
「
涅
槃
＝
楽
園
」
は
世
界
内
存
在
の
概
念
に
対
応
し
、
「
無
我
=
キ
リ
ス

ト
と
の
一
致
」

は
ア
イ

デ
ン
テ

ィ
テ
ィ
の
発
見

と
確
立
に
対

応

し
、
「
無
明

＝
原
罪

」
は
、
人
間

の
疎
外

状
況

と
不

条
理
に
対

応
し
て
い

る
。
キ
リ

ス
ト

教
的
表

現
を
使
え

ば
、
こ

れ
ら

の
根
源

に
は
、
キ
リ

ス
ト

の
受
肉

の
神
学

が

あ

る
。
ま

た
、

マ
ー
ト

ン
か
ら
見

れ
ば
、
そ
こ

に
は
、
か
れ
の
信
仰
の
根

源

的

な
も

の
と
言
え

る
、
裸

に
な
る
こ

と
、
無

に
な
る
こ
と
、
つ
ま
り
、
キ
リ

ス
ト
の

ケ
ノ
ー

シ
ス
ヘ
の
あ
こ

が
れ
が
あ

る
。

日
本
仏
教
で
は
、
悟
り

の
方
法

を
大
別

し
て
、
禅
的
ア
プ
ロ
ー
チ
と
浄
土

的
ア
プ
ロ
ー
チ
の
二
つ
が
あ
る
。
双
方
と
も
仏
教
の
ア
プ
ロ
ー
チ
で
あ
る
か

ら

、
内
在

的
超
越
で
あ

る
が
、

一
般
に
、
西

欧
で
は
、
禅

的
ア

プ
ロ
ー
チ
が

好

ま
れ
て
い

る
。
こ

れ
に
は
様

々
の
理
由
が
考
え

ら
れ
る
が
、
そ

の
ひ

と
つ

に
、
西
欧

キ
リ

ス
ト
教

が
持
つ
神
の
超
越
性
と
人
間

の
原
罪

の
強
調
が
あ
る
。

つ
ま
り
、
行
的
に

徹
底
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
日
常
的
自

己
を
脱
し
て
い
く

禅

的
ア

プ
ロ
ー
チ

が
。
原

罪
の
あ
る
人
間
が
超
越
な
る
神

を
求
め
る
西

欧
的

神

秘
修

徳
の
苦
行

の
方
法

と
共

通
す
る
と
こ
ろ
が
あ
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。

マ
ー
ト

ン
の
場
合
、
観

想
の
方
向
を

ギ
リ

シ
ャ
教
父

の
用
語

を
用
い
て
、

創
造
物
の
内
的
存
在
原
理

で
あ

る
内

な
る
ロ
ゴ
ス
を
観

る
テ

オ
リ

ア
・
フ
ィ

ジ

カ

か

ら

、

神

を

神

と

し

て

観

る

テ

オ

リ

ア

・

テ

オ

ロ

ジ

カ

ヘ

移

っ

て

い

く

と

言

っ

て

い

る

。

し

た

が

っ

て

、

テ

オ

リ

ア

・

フ

ィ

ジ

カ

と

い

う

自

然

的

観

想

を

出

発

点

と

し

て

い

る

マ

ー

ト

ン

の

観

想

の

方

法

は

、

前

述

の

キ

リ

ス

ト

教

教

父

の

世

界

観

・

人

間

観

と

と

も

に

、

禅

的

ア

プ

ロ

ー

チ

よ

り

も

浄

土

的

ア

プ

ロ

ー

チ

に

近

い

の

で

は

な

か

ろ

う

か

。

第

三

の

点

に

つ

い

て

。

こ

う

し

た

仏

教

と

キ

リ

ス

ト

教

と

の

共

通

点

が

あ

る

に

も

か

か

わ

ら

ず

、

両

者

の

最

大

の

相

違

点

を

、

マ

ー

ト

ン

は

、

仏

教

に

お

け

る

到

達

点

が

キ

リ

ス

ト

教

で

は

新

た

な

出

発

点

と

な

っ

て

い

る

と

言

う

。

修
道
生
活
の
目
的
の
ひ
と
つ
に
あ
る
「
清
ら
か
な
心
」
が
鈴
木
大
拙
の
言
う

「

空

」

に

相

当

す

る

と

マ

ー

ト

ン

は

言

う

。

そ

し

て

、

仏

教

に

お

け

る

究

極

的

目

的

で

あ

る

「

空

」

が

、

キ

リ

ス

ト

教

で

は

、

究

極

的

目

的

へ

の

第

一

歩

、

つ

ま

り

、

楽

園

の

回

復

は

、

神

へ

向

か

っ

て

い

く

更

に

新

し

い

出

発

点

と

な

る

と

続

け

て

い

る

。
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