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紹
介

寺
園
司
著

『文
学
者
と
宗
教
』

江

頭

太

助

近

年
、

数
多

く
出

版
さ

れ

て

い
る

近
代

日
本

文
学

の
研
究

書

の
中

で
、

こ
の
本

は
、
稀

に
見

る
、
寡

黙

で
清
楚

な

論
文
集

で
あ
る
。

こ

の
本

は
、

笹

洲
友

一
博

士

の

「
序
」

を
巻

頭

に
掲
げ

、
寺

園
氏

が
昭

和

二
十
八

年

か
ら
四

十
八

年

に
か
け

て
発

表

さ
れ

た
う

ち

の
、
主

要
論

文

十

一
編

と
未

発

表
論

文

一
編

が
集
録

さ

れ
、

そ
れ
を

三
部

に
分

け

て
時

代

順

に
配
列

し

て
あ

る

の
で
、

お

の
ず

か
ら

ユ
ニ
ー
ク

な
文
学

史
を

形
成

し

て

い
て
興

味
深

い
。

そ
れ

ぞ

れ

の
テ
ー

マ
は

、
樋

口

一
葉

、
国
木

田
独

歩
、

徳
富
薩

花

(二
編
)
、
三

木
露

風

、
山
村
暮

鳥

(
二
編
)
、
八
木
重

吉

(未
発
表
〉
、

中

原
中

也

、
島

木
健

作
、

太
宰

治
、
外

村
繁

な

ど
十
名

の
文
学
者

の
、

主

と
し

て
宗

教
意

識

の
変

遷

と
そ

の
本
質

を

分
析

し
、

キ
リ

ス
ト
教

、
仏

教

を
問

わ
ず

、

こ
れ
ら

の
文

学
者

た
ち

の
求

め

た
宗
教

の
世

界
が

そ
れ

ぞ
れ

の
個

性
や

日
本

的

土
着
性

と
有

機
的

に
化

合
し

て
、

き
わ

め

て
独

特
な

展

開
を

示
し

て

い
る

こ
と
、

そ
じ

て
そ

れ
が

文
学

の
本

質
と
深

く

か
か

わ

っ

て

い
る

こ
と
を

論
証
す

る
点

で

一
貫

し

て

い
る
。

こ

の
十

二
編

の
論

文
を

通
し

て
、

二
十

年
以

上
も
持

ち

つ
づ

け

て
来

ら

れ

た
寺

園

氏

の
研
究

態
度

に

つ
い
て
、
笹

渕
博
士

は

、
「
氏

の
学

風

に
は
、

自
ら

疑

い
、
自

ら
解

き
、

以

て
独
り
道

を
楽

し

む
と

い
う

風

情

が
あ

っ
て

、

け
れ

ん
や

は

っ
た
り
等

が
な

い
の

は
も

ち

ろ
ん

の

こ
と
、

他
を
批

議

し
、

自
家

の
独

創
を

誇

示
し
よ

う

と

い
う

態
度

は
全

く

認
め

ら

れ
な

い
」

ば
か

り

で
な

く
、
実

証
的

方
法

に
徹
し

た
点

に

「
こ
の
本

の
学
術

的
価

値
を

保

証
す

る
も

の

が
あ

る
。

」

と
指
摘

さ

れ

て

い
る
。

ま

さ
し

く

こ
の
評

言

に

す

べ
て
が

尽
く

さ
れ

て

い
る
と

い

っ
て
よ

い
。

わ

た
し

は
、
今

ま

で

二
三

の
雑

誌

で

こ
の
中

の
数
編

は
す

で
に
読

ん

で

い
た
が
、

こ
う

し
て

一
本

に
ま

と
ま

っ
て
か
ら

改

め
て
丹

念

に
読

む
機

会

を
得

て
、
寺

園
氏

の
高

遙
な

お

人
柄

と
テ

ー

マ
と
研
究

方
法

と

が
か

く
も

不

可
分

に
結

び

つ
い
て

い
た

の
か
と
、

し

み
じ

み
感
じ

さ

せ
ら

れ
、
大

い

に
啓

発
さ

れ
た
。

ま

た
、

そ

こ
に
、
寺

園
氏

が

文
学
者

に

対
す

る
強

い
関

心
を

示
さ

れ

て
、

こ
の
本

の
標
題

を

「
文
学

者

と
宗

教
」

と
さ

れ
た

理
由

が
あ

っ
た

に
ち

が

い
な

い
。

寺

園
氏

は
、

一
つ
の
テ
ー

マ
に
関
し

て

可
能

な
限

り

の
資
料
を

広
く

渉

猟

さ

れ

て

い
る

こ
と

は

い
う

ま

で
も

な

い
が
、

そ
れ

ち

の
資
料

を
帰
納

的

に
整

理
し

、
キ

リ

ス
ト
教

ま
た

は
仏
教

の
聖

典

と

の
か
か

わ
り
を

つ
ね

に

照
合
、

吟
味

し
な

が

ら
、
宗

教
意

識

の
細

か
な

動
き

に
ま

で
深
く

立

ち
入

っ
て
、

文
学

者

の
プ

ロ
ト

タ
イ

プ
を
彫

塑
す

る

と

こ
ろ
で
す

べ
て
を

言

い
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き

る
と

い
う

方
法

を

と

っ
て
お
ら

れ
る
。

そ

こ
で
は
資
料

の

一
コ
マ

一
コ

マ
が
そ

の
ま

ま
寺

園
氏

の
こ
と
ば

と
し

て
生

か
さ

れ

て

い
る

た

め
に
、

そ

れ

以
上

の
仮

説
、

推
論

、
解

釈

は
、
贅

言
を

弄

ぷ
に
す

ぎ
な

い
と
で
も

言

わ
れ
る

か

の
よ
う

に
、

厳
し

く
拒

否
さ

れ

て

い
る
。

だ

か
ら

、
完

結
さ

れ

た
文
学
者

像

は
、

宗
教
意

識

を
中

心

に
彫
り

起

こ
さ
れ

て

い
る

に
も

か
か

わ

ら
ず

、
宗

教
談

議
や

説
教

調

の
臭

み
は
全

く
感

じ
ら

れ
な

い
。

そ

れ
だ

け

に
、

そ

の
文
学

者
像

は

ピ

ュ
ー

リ
タ

ニ
力

ル
と
で
も

い
え

る

ほ
ど
、

実

に
澄
明

で
、

形
而

上
学

的
な
息

吹

き
を

生
き

生
き

と
伝

え

て
く
る

の
で
あ

る
。

寺

園
氏

の
こ

の
よ
う

な

研
究

態
度

を

示
す
例

証
を

挙
げ

て

お

こ
う
。

ま
ず

一
つ
に

は
、
外

村
繁

が

「
仮
り

に
宗

教

と
か
、
思

想

と

か

い
う

も

の
で
も

、
主

人

に
持

っ
て

は
な
ら

な

い
。

往

年

の
プ

ロ
レ
タ

リ

ヤ
文
学

が

示

し

た
や
う

に
、

固
定

化
し

、
類

型
化

す

る
危
険

か
ら

逃
れ

る

こ
と

が

で

き

な

い
か
ら

で
あ

る
。

」

と
言

っ
た

こ
と

ば
を

と
り
あ

げ
ら

れ

て
、

「
こ

れ
ら

の
言

で
、

い
わ

ゆ
る

「
宗
教

文
学

」
を

彼

が
ど

の
よ
う

に
見

て

い
た

か
が
わ

か

る
し
、

宗
教

に
深

い
係

わ

り
を
持

つ
者

と
し

て

の
、

い
わ
ば

自

戒

の
言

葉

と
し

て
も
受

け
取

ら

れ
る
よ

う

に
思
う
。

」

と
述

べ
ら

れ

て

い

る

こ
と
。

さ

ら
に

二

つ
に
は

、
太
宰

治

が

「
聖
書

を

福
音

的

に
読
ん

だ

と
は
言

え

な

い
」

と
結

論
を

引
き

出

さ
れ

て

い
く

過
程

の
中

で
、

太
宰

が
愛

好
し

た

聖

句

「
己

の
ご

と
く
汝

の
隣

を
愛

せ
よ

」

に
触

れ
て
、

そ

の
聖
句

に
対
す

る
太
宰

の
考

え
方

に
附
題

が
あ

る

こ
と
を
指

摘
さ

れ

た
後

で
、

「
こ
の
第

一
の
=誠
今叩

(
「な
ん
ぢ
心
を
尽
し
、
精
神
を
尽
し
、
思
を
尽
し
て
汝
の
神
を
愛
す
べ
し
」

)

を

お

ろ
そ

か
に

し

て
、
第

二

の
方

(先
に
引
用
し
た
聖
句
)に
己

の
力
を

尽
く

そ

う

と

し
た

の
が
太

宰

で
あ

っ
た

が
、

そ
れ

で
は
イ

エ
ス

の
精

神

に
そ

わ
な

い
こ
と

に
な

る

と
思
う
。

自

力

で
文
字

ど

お
り

こ

の
第

二

の
誠
命

を
果

そ

う

と
す

る
な

ら
、

誰
し

も
己

の
限

界
を

思

い
知

る
外

は
な

い
。

」

と

評

さ

れ

て

い
る

こ
と
。

と
く

に

こ

の
二
点

は
、
寺

園
氏

が

こ

の
本

で
示

さ

れ
た
も

っ
と
も
注

目

す

べ
き

基
本

的
態

度

で
あ

る
。

研
究

者

が

「
主

人
」

も
ち

で
あ

る
場

合
、

そ

の

「
主

人
」

に
よ

っ
て
研

究
者

の
視
線

が
矯

正

さ
れ
、

そ

れ
だ
け

視
野

が
広

げ
ら

れ

る

の
で
な
け

れ

ば

、
決

し

て
対
象

を

正
し
く

明
視

し

た

こ
と
に

は
な
ら

な

い
。

研

究
者

に

は
、
対

象
を

正
し

く
深

く

明
視
す

る

た
め

に
、
精
度

の
高

い
澄

明
な
視

点

が

つ
ね
に
要

求
さ

れ

て

い
る
か
ら

、

「
主
人

」

は
そ

の
対
象

を
正

確

に
深

く

切
り

込

め
る

だ
け

の
澄

明
度

を

増
す

働
き

と
し

て
作

用
す

る

の
で
な

け

れ
ば
な

ら
な

い
。

ま

た
、
太

宰

に
対
す

る
評

言

に
見
ら

れ

る
よ
う

に
、

宗

教

の
本

質

が
認
識

論
的

に
処

理
さ

れ

る
も

の
で
な

い
限

り
、

人
間

(
自

己

)

中

心

の
自
由

な
解

釈

は

「
己

の
力

の
限

界
を

思

い
知
」

ら

さ
れ

る

こ
と

に

な

る
。

し

か
も
、

そ

の
宗
教

と
文

学

は
二
律

背
反

の
関

係

に
立

っ
て

い
る

か
ら
、

研
究
者

の
立
場

と
し

て

は
、
信

仰

の
有

無

に

か
か
わ

ら
ず

、

「
宗

教

文
学

」

に

つ

い
て
言

及
す

る
場

合

に
は
、

絶
対
者

を

中
心

と
す

る
世

界

観

か
ら

文
学

の
も

つ
多

元
的

意
味

を
絞

り
、

そ

れ
と
同

時

に
文
学

の
自

律

的

機
能

に

お

い
て
そ

の
世
界

観
を

客
観

視
す

る

と

い
う

、
き

わ

め
て
困

難

な

二
重

の
操

作

が
必

須

の
要

件

と
な

る
。

も

し
前

者

に
対
す

る
比

重

が
強

く

な

れ
ば

、
護
教

文
学

的

「
主

人
」
も

ち

の
視
点

に
埋

没
し

文
学

研
究

の

主

体
性

は
崩

れ

る
だ

ろ
う

し

、
後

者

に
力
点

が

か
か
り

す
ぎ

る

と
、

「
宗

教

文
学

」

の
核
心

に
何

も
触

る

こ
と

が

で
き

な
く

な

っ
て
、

宗
教

は

一
片

の
思
想

に
平

板
化

し

て
し
ま
う

だ
ろ
う
。

そ

の
二
律
背

反
を

き
り

結

び
、

不

安
定

な
均

衡
を

保
持

さ

せ
得

る
も

の
、
そ

れ

は
研
究

者

の
人
間

洞
察

の

力

と
実

証
的

態
度

以
外

に
あ

り

え
な

い
。

寺

園
氏

の
研

究
態
度

に
お
け

る

「53一



厳
し

さ

と
澄

明
度

は
、
そ

こ
か
ら
生

ま

れ
て

き
た

も

の
で
は
な

か
ろ
う

か
。

こ
れ
が

、

こ
の
本

の
基

調

と
な

っ
て
全

編
を

貫

い
て

い
る

の
で
あ

る
。

わ

た
し

自
身

、
文

学

研
究

の
末
席

を

汚
す

も

の
と
し

て
、
寺

園
氏

の
こ

の
よ

う

な

研
究

態
度

か

ら
示
唆

さ

れ
る

も

の

の
多

か

っ
た

こ
と
を

、
多

く

の
研

究
者

に
も

伝
え

て

お
き

た

い
衝
動

に
駆

ら
れ

て

い
る
。

「
あ

と
が
き

」

に
よ

れ
ば

、
寺

園
氏

は
、

椎
名

麟
三

、
遠
藤

周
作

、

丹

羽
文

雄

、
武

田
泰
淳

に
も
関

心
を

示
さ

れ
、

そ

こ
か
ら

「
大

正
、

明
治

と

さ

か

の
ぼ

っ
て
ゆ
け

ば

、
問

題

に
す

べ
き
文

学
者

は

か
な
り

の
数

に
及

ぶ

と
思
う

。

そ
う

し

た
人

々
に
当

っ
て

い

っ
た
上

で
、
近

代

日
本

の
文
学

と

宗
教

と

の
関
係

の
展

望

を
総
論

の
形

で
ま

と
め

る

こ
と
も
当

然
し

な
け

れ

ば
な

ら
な

い
こ
と

で
、

い
つ
か
は

そ
れ

も
果

し

た

い
と
思

っ
て

い
る
。

」

と

い
う

こ
と

で
あ

る
。

わ

た
し

は
、
後

学

の
指
標

と
し

て
、

そ

の
「
総
論

」

の
出

現

が

一
日

で
も
早

か
ら

ん

こ
と
を

、
切

に
期

待
し

て

い
る
。

末
尾

な

が
ら

、

こ

の
紹
介

文

を
草

す

る
に
あ

た

っ
て
、
わ

ざ
わ

ざ

こ

の

本

を

贈
呈

し

て
く

だ
さ

っ
た
寺

園

氏

に
、
心

か
ら
感

謝

申
し

上
げ

る
。

(
昭
和
四
十
九
年
四
月
、
笠
間
書
院
刊
、
「笠
間
選
書
」
8
、
二
八
三
ペ
ー
ジ
、定
価
九
○
○
円
)

受
贈
図
書

(抜
刷
)

か
な
は
な
ぜ
濁
音
専
用
の
字
体
を
も
た
な
か
っ

た
か
を
め
ぐ
っ
て

近
幾
圏
に
お
け
る
方
言
意
識
の
調
査

筑
前
国
学
者
と
万
葉
集
ー
青
柳
種
信
1

か
め

い
た

か
し

阪

倉

篤

義

林

田

正

男
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