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芦
名
定
道
著

『

自
然
神
学
再
考

A5

判

近

代
世

界
と

キ

リ
ス

ト

教

』

　
晃

洋
蠧
旦

房

　
二

〇
〇
七

年
二

月
二

八

日

刊

…
m

＋

二

九

八
＋

三

五

頁
　
六
七

〇
〇

円
＋

税

田
　

中

裕

　
本
書
の

テ

ー

マ

は、

序
章
で

著
者
が

述
べ

て

い

る
よ

う
に

「

自
然
神
学

か

ら

近
代
を

問
う

」

こ

と

で

あ
る

。

そ
れ
は

、

キ
リ
ス

ト

教
に

と
っ

て

近

代
と

は

何
で

あ
っ

た

の

か

と

い

う

根
本
的
な

問
い

と

重

な

る
も

の

で

あ

り
、

西
欧
近

代
を
特
徴
づ

け
る

宗
教
改
革
と

自
然
科
学
の

成
立、

そ

れ
に

と

も

な
う
近

代
的
な

自
然
観
・

社
会

観
と

キ

リ
ス

ト

教
と

の

間
の

相
互
関

係
を

問
う
こ

と

に

他
な
ら
な

い
。

こ

の

問
い

に

答
え
る

た

め

に
、

著
者
は

考
察
の

焦

点
を

キ
リ
ス

ト

教
の

「

自
然
神
学
」

に

合
わ
せ、

近
代
の

「

自

然

科
学
」

を
生

み
出
す
一

つ

の

要
因
で

あ
り
な
が

ら
も、

そ

れ
と

は

厳
し

く

対
立
す
る

側
面
を
も

併
せ

持
つ

キ

リ
ス

ト

教
が

、

近
代
の

形

成
と

展
開

に

ど
の

よ
う
に

寄
与
し
た
か

を
論
じ
て

い

る
。

本
書
の

構
成
は

次
の

通
り

で

あ

る
。

　
　

序
章
　
　
自
然
神
学
か

ら

近
代
を
問
う

第
一

部
　
自
然

神
学
の

歴
史
的
展
開

　
　

第
一

章
　
古
代
キ

リ
ス

ト

教
神
学
の

成
立
と

自
然
神
学

　
　

第
二

章
　
キ

リ

ス

ト

教
思
想
の

展
開
と

自
然
神
学

第
二

部
　
近
代
世
界
の

成
立
と

ニ

ュ

ー

ト
ン

主

義
の

自

然
神
学

　
　

第
三

章

　
近

代
キ
リ
ス

ト
教

世
界
と

ニ

ュ

ー

ト
ン

　
　

第
四
章

　
ニ

ュ

ー
ト

ン

主
義
の

自
然

神
学
と

そ
の

社
会
的

機
能

　
　

第
五

章

　
】

八
世

紀
　
自
然

神
学
か

ら
の

離
脱

第
三

部
　
現

代
と

自
然

神
学
の

可

能
性

　
　

第
六
章
　
自
然
神

学
の

生
命
論
と

進
化

論

　
　

第
七
章
　
自
然
神

学
と

環
境

論

　
　

終
章
　
　
自
然
神

学
の

可
能
性

　
　

付
論
　
　
モ

デ
ル

論
と

エ

コ

ロ

ジ

ー
の

神
学

　
著
者
の

考
察
は
、

主
と

し

て
、

プ

ロ

テ
ス

タ

ン

ト
の

キ

リ

ス

ト

教
と

近

代
自
然
科
学
と
の

関
わ
り
を

論
じ
る

こ

と

に

向
け
ら
れ
て

い

る
。

正

統
信

仰
的
で

国
家
教
会

的
な

「

古
プ
ロ

テ

ス

タ
ン

テ

ィ

ズ

ム
」

と

近
代
的
思
惟

に

よ
っ

て

多
面
的
に

浸

透
さ

れ
た

「

新
プ

ロ

テ

ス

タ
ン

テ

ィ

ズ

ム
」

を

明

確
に

区
別
す
る

エ

ル

ン

ス

ト
・

ト
レ

ル

チ
の

議
論
を
踏
ま

え

つ

つ
、

そ

れ

と

並

行
し

て
、

マ

ー
ガ
レ

ッ

ト
・

ジ

ェ

イ
コ

ブ
に

代
表
さ

れ

る

科
学
史
家

の

視
座、

と

く
に

、

一

七

世
紀
末
よ
り
一

八

世
紀
に

か

け
て

近
代
化
の

先

陣
を
切
っ

て

い

た

英
国
に

お

け
る

科
学
の

意

味
あ
る
い

は

機
能
の

変
貌
を

重
視
す

る
議
論
が

参
照
さ

れ

て

い

る
。

こ

の

よ

う
な
キ
リ
ス

ト
教

史
な

ら

び
に

科
学
史
の

先
行
的
な

議
論
を

継
承
し
つ

つ
、

著
者
は

、

本
書
の

第
二

部
で
、

と

く
に

ニ

ュ

ー
ト

ン

と

そ
の

影
響
を

受
け

た
当

時
の

英
国
で

の

自

然
神
学
的
議
論
と
そ

の

社
会

的
な

機
能
を
詳
し
く

論
じ
て

い

る
。

　
自
然

神
学
と

い

う
学
科
は

、

現
代
に

於
い

て

も
カ

ト
リ
ッ

ク
系
の

大
学

の

神
学
カ

リ
キ
ュ

ラ

ム

で

は

重
要
な

位
置
づ

け
を

も
っ

て

い

る

が
、

プ
ロ

テ

ス

タ
ン

テ

ィ

ズ
ム

に

お

い

て

は
、

カ

ー
ル

。

バ

ル

ト
の

ラ

ジ
カ

ル

な
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書評 と紹介

「

否
」

に

典
型

的
に

見
ら

れ
る

よ

う
に
、

そ

の

意
義
を

全
面

的
に

否
認
す

る

傾
向
は、

ま
だ
ま
だ

根
強
い

も
の

で

あ
ろ

う。

自
然
と

恩
寵
を

対
比
さ

せ

る

キ
リ
ス

ト

教
的
な
バ

ッ

ク

グ
ラ

ウ
ン

ド

の

乏
し
い

わ

が

国
に

お

い

て

は
、

「

自
然
神
学
」

と

い

う

用
語
自
体、

そ

れ
が、

積
極
的
に

何
を

意
味

す
る

か

に

つ

い

て

十
分
な

理

解
が

得
ら
れ

て

い

る

と

は

言
い

難
い

。

「

自

然
」

と
「

人
為
」

を

対
比
さ
せ

る

思
考
法
は

、

古
代
ギ
リ

シ

ャ

に

お

い

て

も

東
ア

ジ

ア
の

思

想
に

於
い

て

も
な
じ
み

の

あ
る
も
の

で

あ
る

が
、

か
か

る
人

為
を

超
え
た

客

観
的
実

在
と

し

て

の

自
然
概
念
だ

け
で

は、

自
然

「

神
学
」

は

成
立
し
な
い
。

そ
の

よ

う
な

自
然
を
さ
ら
に

も
う
一

段
階
超

え
た

超
自
然
的
な

る

も

の、

す
な

わ
ち

「

あ
り
て

あ
る

も
の
」

（

出
エ

ジ

プ

ト

記
で

啓
示
さ

れ
た

神
の

御
名
）

を

究
極
の

「

実
在
」

と

見
な

す

観
点

に

た
つ

こ

と

が
、

キ

リ
ス

ト

教
的
な
意

味
で

の

神
学
の

核
心
に

あ
っ

た
。

す
な
わ

ち

人

為
と

と
も

に

自
然

を
も

超
え
る

神、

「

天
地
の

創
造
主
」

を

唯
一

の

主
と

し
て

信
じ

る

キ

リ
ス

ト

教

の

神
観
を

前
提
と

し
て

は

じ

め

て
、

「

自
然
神
学
」

が

西
欧
の

精
神
史
に

於
い

て

果
た

し

た

歴
史

的
・

文

化
的
な
意

味
が

明
ら
か

に

な
る

の

で

あ
る

。

か

つ

て

有
賀
鐵
太
郎
は
、

ヘ

ブ
ル

思
想
に

内
在
す
る

存
在
了

解
を
ハ

ヤ

ト

ロ

ギ
と

呼
び
、

そ
れ

を

ギ
リ

シ

ャ

哲
学
の

オ
ン

ト
ロ

ギ

ア

と

対
比
さ
せ

つ

つ
、

両
者
の

間
の

緊
張
（
ト

ノ

ス
）

の

場
に

お

い

て

キ

リ
ス

ト
教
思
想
の

成
立
を

論
じ

た
が、

著
者
も

ま
た
、

「

自
然

神

学
を
こ

の

ト

ノ

ス

に

お

い

て

形
成
さ

れ

た
思

想
と

し
て

位
置
づ

け
る

」

（

三
三

頁）

こ

と

を

意
図
し

つ

つ
、

さ
ら

に

有
賀
の

い

う

「

ハ

ヤ
ト
ロ

ギ
ア

的
エ

ク

レ

シ

ア

構
造
」

と

い

う
概
念
を

第
二

部
の

近
代

世
界
に

於

け
る
ニ

ュ

ー

ト

ン

主

義
者
達
の

議
論
に

も

適
用
し、

自
然
神
学

を

社
会

的
存
在
と
し
て

の

人

間
の

問
い

と

し

て
、

キ
リ
ス

ト
教

思
想
の

コ

ミ
ュ

ニ

ケ
ー

シ

ョ

ン

合
理

性
の

問
題
と

し

て

と

ら
え
る

ヤ

ロ

ス

ラ

フ
・

ぺ

リ
カ

ン

の

議
論
を

手
引
き

と

し
て

自
然
神
学
の

意
味
を

再
考
し
て

い

る
。

　
著
者
が

本
書
の

第
一

部
「

自
然

神
学
の

歴
史
的
展

開
−
古
代
か

ら

宗
教

改
革
へ

ー
」

の

冒
頭
で

指
摘
し
て

い

る

よ
う
に

、

キ
リ
ス

ト

教
神
学
は
、

神
的
な

る

者
に

関
す
る

古
代
ギ
リ
シ

ャ

お

よ
び

そ
の

影
響
の

も
と

に

あ
っ

た
ヘ

レ

ニ

ズ

ム

の

思
想
家
達
の

哲
学
的
な

宗
教
批
判
を

重
要
な

媒
介
と

し

て

成
立

し
た
も
の

で

あ

り
、

自
然

神
学
と
い

う
用

語
自
体

、

神
話
神
学、

国
家
神
学
と
並
ぶ

神
学
の

三

類
型
の
一

つ

を

表
す
も
の

で

あ
っ

た
。

ア

ウ

グ
ス

チ
ヌ

ス

の

議
論
も

異
教
徒
の

哲
学
者
ウ

ァ

ル

ロ

の

議
論
を

下
敷
き

と

し
て

い

る
が、

伝
承
さ

れ
た

神
話
を

母
胎
と
し

つ

つ

民

衆
の

問
に

根
付
い

て

い

る

「

神
話
神
学
」

や
、

国
家
の

祭
儀
と

深
く

結
び
つ

い

た

「

国
家
神

学
」

に

対
し

て、

そ

れ

ら

と

は

別
さ

れ
た

哲
学
的

な

神
学
が

「

自
然

神

学
」

と

呼
ば

れ
て

い

た
。

評
者
は

、

芦
名
氏
の

こ

の

章
の

議
論
に

触
発
さ

れ
て

改
め

て

ア

ウ

グ
ス

チ
ヌ

ス

の

『

神
の

国
』

の

議
論
を

読
み

直
し

た

が、

そ

こ

に

「

神
話
」

「

国
家
」

「

自
然
」

と

い

う

神
学
の

三

領
域
を
批
判

し
つ

つ

超
え
る

キ
リ
ス

ト
教
神
学
の

古
典
的
な
あ
り
か

た
を

再
確
認
す
る

こ

と

が

出
来
た

。

こ

の

例
に

限
ら

ず
、

芦
名
氏
の

著
作
は、

自
然
神
学
の

伝
統
に

関
す
る

豊
富
な

注
釈
と

引
用
文
献
に

よ

っ

て、

読
者
を
お

お

い

に

裨

益
す
る

著
作
で

あ
る
こ

と

は

保
証
で

き
る

。

　
第
二

部
の

テ

ー
マ

は

「

近
代
世
界
の

成
立
と

ニ

ュ

ー

ト
ン

主

義
の

自
然

神
学
」

で

あ
る

が
、

こ

の

部
分
は

、

二

十
世
紀
に

な
っ

て

か

ら

発
見
さ

れ

注

目
さ

れ
る

よ

う
に

な
っ

た

ニ

ュ

ー

ト
ン

の

自
然
神
学
と

聖

書
神
学
に

関

す
る

遺
稿
群
に

つ

い

て

の

最
近
の

研
究
成
果
が

取
り
入

れ
ら
れ
て

い

る
。

ニ

ュ

ー

ト
ン

が
三

位
一

体
論
を

受
け
入
れ
ぬ

非
正

統
的
な
キ
リ
ス

ト

教
徒

で

あ
っ

た
こ

と

は

す
で

に

知
ら
れ
て

い

た

事
柄
で

あ
る

が
、

そ
れ
は

彼
自

身
の

ど

の

よ
う
な

神
学
思
想
に

由

来
す
る
も
の

で

あ
る
の

か

を

著
者
は
、

（717）187
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ウ
ェ

ス

ト

フ

ァ

ー

ル

や
マ

ニ

ュ

エ

ル

等
の

研
究
者
の

著
作
を

参
照
し

つ

つ

論
じ
て

い

る
。

ニ

ュ

ー
ト
ン

の

遺
稿
群
を

分
析
す
れ
ば

、

神
が

科
学
的

哲

学
的

議
論
の

中
で

論
理
的
に

要
請
さ

れ
た

存
在
者
で

は

な
く
人

格
的
感

性

の

対
応
者
で

あ
り

、

ニ

ュ

ー

ト

ン

の

宗
教
が

神
の

命
令
（
神
へ

の

愛
と
隣

人

愛）

へ

の

服
従
の

宗
教
で

あ
っ

た

こ

と、

ニ

ュ

ー

ト
ン

が

人
格
的
な

神

へ

の

信

仰
と

自
ら
の

罪
を

深

刻
に

告
白
し
て

い

る

こ

と

が

読
み

と

れ
る

が
、

ニ

ュ

ー
ト
ン

の

三

位
一

体
論
批
判
も

そ
う
い

う

観
点
か

ら

理
解
す
べ

き
で

あ
る

と

著
者
は

云
っ

て

い

る
。

ま
た

、

本
書
に

は
ニ

ュ

ー

ト
ン

の

キ

リ
ス

ト

論
や
ダ
ニ

エ

ル

書
の

読
解
を
つ

う
じ

て

伺
え

る
ニ

ュ

ー

ト
ン

の

終

末
論
の

紹
介
も

あ
る

が、

著
者
は、

基

本
的
に

ニ

ュ

ー
ト
ン

の

神
は

「

自

然
と

歴
史
を

支
配
す
る
唯
一

の

神
で

あ
る

が
、

決
し

て
無
秩
序
や
混

乱
の

神
で

は

な

く、

秩
序
の

神
で

あ
っ

た
」

と

見
な
し

、

千
年
王

国
的
な
急
進

主
義
に

も

と

つ

く

終
末
論
と

は
一

線
を

画
す
る
こ

と

を
指
摘
し
て

い

る
。

　
本
書
の

第
二

部
で

は、

ニ

ュ

ー
ト
ン

の

思
想
に

基
づ

い

て

自
然

神
学
的

な

議
論
を

展

開
し

た

思
想

家
、

と

く
に

ボ

イ
ル

・

レ

ク
チ
ャ

ー

を
お

こ

な

っ

た
リ

チ

ャ

ー
ド
・

ベ

ン

ト

リ

ー
の

「

世
界
の

起
原
と
枠

組
み

か

ら
の

無

神
論

論
駁
」

が

詳
し

く
分

析
さ

れ
て

い

る
。

こ

れ
は

そ
の

当
時
の

最
新
の

科
学
的
知
見
を

も
ち
い

て

神
の

存
在
論
証
を

行
い

そ

れ
に

よ

っ

て

無

神
論

を

論
駁
す

る

こ

と

を

意
図
し

た

も
の

で

あ
っ

た
。

ベ

ン

ト

リ
ー

の

議

論

は、

無
神
論

者
と

共
通
の

前
提
と

し
て

原
子
論
と

万
有
引

力
お

よ
び
真
空

の

存
在
を

認
め
た

上

で、

重

力
な
し
に

カ

オ
ス

か

ら

世
界
シ

ス

テ
ム

の

生

成
を

説
明
す
る

タ
イ
プ
の

無
神
論
と、

重

力
に

よ

っ

て

カ
オ

ス

か
ら

世
界

シ

ス

テ
ム

の

生
成
を

説
明
す
る

無
神
論
を

論

駁
し、

「

現
在
の

組
織
（
世

界
シ

ス

テ

ム

の）

は

物
質

的
原
因
の

必
然
性
や

想
像
上
の

偶
然
と

い

う

目

的
の

な
い

混
乱
か

ら

生
じ
た
も
の

で

は
な

く
、

知

性
的
で

善
な
る

存
在
者

か

ら

生
じ
た
の

で

あ
り、

こ

の

存
在
者
は

現
在
の

組
織
を
選
択
と

計
画
性

に

よ

っ

て

特
定
の

し
か

た

で

形
成
し

た
」

と

結
論
す
る

。

著
者
は

、

こ

の

種
の

自
然

神
学
が

社
会

的
に

影

響
力
を

持
っ

た

背
景
と
し

て

十
七

世
紀
の

キ
リ

ス

ト

教
の

広
教
主

義
に

注

目
す
る

。

清
教
徒
革
命
か

ら
王

政
復
古、

そ
し

て

名
誉
革
命
に

い

た

る

激

動
期
を

経
験
し

た

後
の

英
国

国
教
会
の

な

か

の

高
教
主

義
は
、

宗
教
的

寛
容
と

理

性
を

重
ん
じ
る

こ

と
に

よ

っ

て
、

千
年
王

国
的
な

霊
的
熱
狂
主
義
や

無
神

論
的
な
自
由
思

想
に

対
し
て

、

自

然
の

秩
序
と

と

も
に

社
会
の

秩
序
の

賦

与
者
と

し
て

の

神
を

強
調
す
る
こ

と
に

よ

っ

て、

教
会
と

国
家
に

於
け
る

保
守
と

革

新
の

間
の

中
道
を
志
向

し
て

い

た
。

ニ

ュ

ー

ト

ン

の

自
然
哲
学
も
そ

れ
に

影
響
さ
れ
た

ボ

イ
ル

・

レ

ク
チ
ャ

ー

の

自
然

神
学
も
と

も
に

こ

の

よ

う
な

広
教
主
義
を

背
景
に

し

て

お

り、

そ

れ
は

資
本
主
義
経
済
学
の

父
祖
で

あ
っ

た

ア
ダ
ム

ス

ミ

ス

の

道
徳

哲
学
の

背

景
に

あ
っ

た

自
然
神
学
と

軌
を
一

に

す
る

も

の

で

あ
っ

た
。

　

世
界

秩
序
の

存

在
か

ら

神
の

存
在
を

論
証
し、

次
に

そ
の

神
の

支
配
か

ら

社
会

秩
序
を
正

当
化
す
る
と

い

う
論

理
形
式
を
も
っ

て

い

た
ニ

ュ

ー

ト

ン

主
義
の

自
然
神
学
は
、

し
か

し

な
が

ら
、

社
会
シ

ス

テ
ム

の

世
俗
化
の

過
程
が

進
行
す
る

と

共
に、

そ

の

信
憑

性
と

有
効
性
が

次
第
に

失
わ
れ
て

い

く
。

こ

れ

は

科
学
史
家
の

村
上

陽
一

郎
が

「

聖

俗
革
命
」

と

い

う
用

語

で

表
現
し

た

事
態
で

も

あ
る

が
、

芦

名
氏
も
ま
た、

第
二

部
第
五

章
で、

近

代
シ

ス

テ

ム

の

自
立

に

よ
っ

て
、

十
八

世
紀
以

降
、

近

代
世
界
が

自
然

神
学
か

ら

離
脱
し

始
め

る

経
緯
を、

三

つ

の

観
点
ー
実
証
主

義
的
科
学
へ

の

移
行、

キ

リ
ス

ト

教
的
正

統
神
学
あ
る

い

は
進

行
復
興
運

動
か

ら
の

批

判、

自
然
神
学
へ

の

哲
学
的

批
判
か

ら

概
観
し
て

い

る
。

こ

の

う
ち

最
後

の

者、

す
な

わ
ち、

ヒ

ュ

ー
ム

の

懐
疑
主

義、

カ

ン

ト
の

批
判
哲
学
を

経
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書評 と紹介

た

現
代
に

於
い

て
、

自
然
神
学
は

如
何
な
る

意
味
を
持

ち
う
る

で

あ
ろ

う

か

と

い

う

問
題
を

受
け
て

、

著
者
は

第
三

部
で

「

現
代
と

自
然

神
学
の

可

能
性
」

と

い

う
テ
ー

マ

を
論
じ
て

い

る
。

そ

こ

で

は、

ま
ず
生

命
論
と

進

化
論
の

問
題

、

次
に

環
境
論
の

問
題
が

取
り

あ
げ
ら
れ
て

い

る
。

　

十
九

世
紀
に

於
い

て

自
然

神
学
的
な

問
題
は

、

生

物
学
の

領
域
に

於
け

る

進
化

論
の

出

現
に

よ

っ

て

新
し
い

局

面
を

迎
え

る
。

著
者
は、

ジ
ョ

ン
・

レ

イ
の

「

創

造
の

御
業
に

顕
れ
た

神
の

智
慧
」

に

み
ら
れ
る

よ

う
な

典
型
的
な

自
然

神
学
思
想
が、

十
九
世

紀
初
頭
ま
で

、

イ
ギ
リ
ス

の

知
的

学
問
世
界
に

お

い

て

揺
る
ぎ
な
い

地
位
を

保
持
し
て

い

た
こ

と

を

確
認
し

た

後
で、

進
化
論
と

自
然
神

学
の

問
題
を

論
じ
て

い

る
。

　

変
異
と

自
然
選

択
に

よ
っ

て

生

物
の

環
境
に

対

す
る

適
応
を

説
明
す
る

進
化
論
に

対
す
る

キ

リ
ス

ト
教
の

応

答
を、

「

進
化
論
対
創
造
論
」

と

い

う

対
立

図
式
に

要
約
す
る

こ

と

が
一

般

的
で

あ
る

が
、

著

者
は

そ

の

よ

う

な
イ
デ

オ
ロ

ギ
ー

的
な

対
立
を

吟
味
し、

進
化

論
で

問
わ
れ
て

い

る

神
の

問
題
が

、

単
に

キ

リ

ス

ト
教

文
化
圏、

あ
る

い

は
ア

メ

リ
カ
の

原
理
主

義

的
な
キ

リ
ス

ト

教
の

イ
デ
オ

ロ

ギ
ー
論

争
な

の

で

は

な

く、

も
っ

と

普
遍

的
な

問
題
で

あ
り、

「

自
然
科
学
と

価
値

・

意
味
・

規
範
と

の

関
係
性
」

を

問
う

も
の

で

あ
っ

た

こ

と

を
確
認
し
て

い

る
。

科
学
的
理

論
と

し
て

そ

の

正

当
性
を
主

張
す
る

進
化

論
自
体
に、

い

か

な
る

価
値
や

規
範
を

結
び

つ

け
る

こ

と

が

可
能
に

な
る

の

か
、

そ

れ
は
、

生

命
や

人

問
の

あ
り
方、

と

く
に

そ
の

変
化
の

方
向

性
に

つ

い

て

如
何
な
る

態
度
を
と
る

か

と
い

う

問
題
で

あ
る

。

そ

の

こ

と

は、

本
書
の

第
七

章
で

取
り
あ
げ
ら

れ
た

「

自

然
科
学
と

環

境
論
」

の

中
心

的
な

テ

ー
マ

で

も
あ
る

。

　

著
者
は

、

ま
ず

、

リ
ン

・

ホ

ワ

イ
ト
に

よ

っ

て

提
起
さ
れ
た

問
題、

す

な
わ
ち

現
代
の

環
境
破
壊
の

イ

デ

オ
ロ

ギ

ー
的

責
任
を

旧

約
聖

書
の

創

造

論
に

ま

で

遡
ら
せ

る

主
張
が

検
討
さ

れ
て

い

る
。

著
者
は

、

こ

の

問
題
提

起
の

典
拠
と

な
っ

た

「

地
の

支
配
」

と

い

う

創
世
記
の

祭
司

資
料
の

テ
キ

ス

ト
だ

け
で

は

な

く
、

ヤ

ハ

ウ
ィ

ス

ト
資
料
の

平
行
記
事
を
も

参
照
し

た

上
で
、

「

地
の

支
配
」

は

同
時
に

「

地
の

僕
」

と

し

て

大
地
に

産
み

育
て

ら

れ、

他
の

生
命
体
と
の

同
質
性
・

連
続
性
に

お

い

て

存
在
す
る

と

共

に
、

他
の

生

命
体
と

の

連
帯
性
を

有
す
る
も
の

で

あ
る

こ

と
を

指
摘
し
て

い

る
。

ま
た

、

ノ

ア
の

洪
水
物
語
に

於
い

て

神
と

契
約
を

結
ぶ

の

は

人
間

だ
け
で

な
く

、

人
間
と

他
の

生

命
体
と
の

連
帯
性
が

契
約
に

含
意
さ

れ
て

い

る

こ

と
も

指
摘
し、

ホ

ワ

イ
ト

の

問
題

提
起
に

対
し
て

否

定
的
に

答
え

て

い

る
。

そ

し

て
、

こ

の

「

地
の

支
配
」

と

「

地
の

僕
」

と
い

う
二

つ

の

モ

デ
ル

を
一

つ

の

ビ

ジ
ョ

ン

に

於
い

て

統
合
す
る

も

の

と

し
て
、

「

神
を

知
る

知
識
で

満
た
さ
れ

た

大
地
」

を

預
言

す
る
イ
ザ
ヤ

書
十
一

章
六
−

九

節
を

引
用
し

て

い

る
。

イ

ザ
ヤ
の

終
末
的
ビ

ジ
ョ

ン

の

中
に

示
さ

れ
た

「

動
物
た
ち

を

導
く

子
供
」

に、

自
然
と

他
の

生

命
体
と

連
帯
し

つ

つ
、

自
ら
に

課
せ

ら
れ

た

責
任
を

果
た

す

人

間
の

あ
り

方
を

読
み

と

っ

て

い

る
。

　
本
書
の

終
章
は
「

自
然
神
学
の

可
能

性
」

と

題
さ

れ
て

い

る

が
、

そ
こ

で

は、

「

自
然
神
学
を
コ

ミ
ュ

ニ

ケ

ー

シ

ョ

ン

合
理

性
」

の

問
題
と

し
て

「

再
構
築

す
る

と
い

う
著
者
の

立

場
が

次
の

よ

う
な
六

つ

の

論
点
に

要

約

さ

れ
て

い

る
。

（

一
）

キ

リ
ス

ト

教
の

自
然
神
学
に

広

義
と

狭

義
の

二

つ

の

意
味
を

区
別

す
る

。

広

義
の

自
然

神
学
と
は

キ
リ
ス

ト

教
神
学
が

他
の

諸
学
科
と

コ

ミ

ュ

ニ

ケ
ー
シ

ョ

ン

す
る

こ

と
を

可
能
に

す
る

イ
ン

タ
ー

フ

ェ

イ
ス

の

全

体

を

意
味
す
る

。

（

二
）

狭

義
の

自
然

神
学、

と

く
に

神
の

存
在
の

論
証
は
、

創
造
信
仰
を
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前
提
と

す
る

思
想
的
営
み

で

あ
り、

啓
示
神
学
と

諸
学
科
と

の

媒
介
を

意

図
す
る

。

そ
れ

は

信
仰
の

コ

ン

テ

キ

ス

ト
を

必
要
と

す
る

。

（
三
）

自
然
神
学
あ
る
い

は

神
の

存
在
論
証
で

問
わ
れ
て

い

る

の

は
、

信

仰
内
容
を
め

ぐ
る

コ

ミ
ュ

ニ

ケ

ー
シ

ョ

ン

に

お

け
る

合
理
性
の

確
保
の

問

題
で

あ
る

。

そ

の
コ

ミ
ュ

ニ

ケ

ー

シ

ョ

ン

は

信
仰
共
同
体
の

内
部
と

外
部

の

双
方
に

関
わ
る
も
の

で

あ
る

。

（
四）

自
然
神
学
に

よ

る
論
証
は

無
神
論
者
の

回
心
に

か

ん
し
て

は

無
力

で

あ
る

。

信
仰
か

ら

論
証
へ

の

移
行
は

自
然
に

生
じ

る

が
、

そ
の

逆
は

そ

う
で

は

な
い

。

〔
五
）

ニ

ュ

ー
ト
ン

主

義
の

自
然

神
学
で

は

重
要
な
位

置
を

占
め
て

い

た

「

計
画
性
か

ら
の

神
の

存
在
論
証
」

は
、

科
学
の

進
歩
に

よ

っ

て

こ

れ

ま

で

繰
り
返
し

交
替
を

余
儀
な
く
さ
れ

て

き

た
。

キ
リ
ス

ト
教
の

合
理

性
の

根
拠
を
示
す
た

め

に

こ

の

タ
イ
プ
の

議
論
に

依
拠
す
る
こ

と

は、

今
日
で

は

望
ま
し

く
な
い

。

（
六）

広
義
の

自
然
神
学
が

信
仰
の

合
理

性
に

関
わ
っ

て

い

る

以
上

、

そ

の

再

構
築
は

現

代
キ

リ
ス

ト

教
思
想
に

と

っ

て

重
要
な

課
題
の
一

つ

で

あ

る
。

　

著
者
は

、

さ

ら
に

付
論
の

「

モ

デ
ル

論
と

エ

コ

ロ

ジ

ー
の

神
学
」

の

な

か

で
、

現
代
に

於
け
る

自
然

神
学
の

方
法
論
的
反

省
と
し

て
、

サ

リ
ー
・

マ

ク
フ

ェ

イ
グ
の

議
論
を

援
用
し
つ

つ
、

「

神
学
思

想
も
そ

れ
が

人

間
の

営
み
で

あ
る

限
り

、

隠
喩
的

性
格
を

免
れ
る

こ

と

は

出
来
ず

、

素
朴
実
在

論
に

基
づ

く

神
学

教
説
の

教

条
主

義
的
絶
対
化
は

不
可
能
で
あ
る
」

と

い

う
意
識
を

持
つ

べ

き
こ

と

を

強
調
す
る

。

そ

し

て
、

著
者
は

隠
喩
を
消
極

的
に

捉
え
る
の

で

は

な

く
、

「

新
し
い

事
態
を

自
ら
の

経

験
世
界
に

媒
介

し
、

経

験
を

拡
張
し

変
革
す
る

機
能
を
も
つ

も
の
」

と

し
て
、

隠
喩
が

神

学
に

於
い

て

重

要
な

機
能
を

果
た

す
こ

と

を
述
べ

た

上
で、

キ
リ
ス

ト

教

の

伝
統
に

含
ま
れ

る

隠
喩
・

モ

デ
ル

の

複
数
性
に

注
目
し、

そ

の

と
き

ど

き

の

キ
リ
ス

ト

教
が

直
面

す
る

状
況
の

分

析
と

、

状
況
に

対
す
る

応
答
が

そ

こ

か

ら

な
さ
れ

る

キ

リ
ス

ト
教
的
伝
統
の

究
極
的
規
範
の

理

解
と
い

う

見
地
か

ら
、

如
何
な
る

隠
喩
・

モ

デ
ル

を

選
択
す
べ

き
か

を
考
察
し
て

い

る
。

　
そ
の

場

合、

と

く
に

現
代
の

環
境
危
機
に

対
し

て

適
切
に

応
答
す
る

に

は、

世
界
に

対
し

て

親
密
な
仕
方
で

相
互

的
に

関
わ
る

人

格
的

存
在
者
と

し
て

の

神
を、

「

世
界
を

説
得
的
に

導
き、

世
界
の

苦
悩
に

共

感
し
つ

つ

気
遣
い

し
つ

つ

救
済
の

働
き

を
な
す

神
の

イ
メ

ー
ジ

を

前
面
に

出
す

実
在

理

解
を
促
す

隠
喩
的
な
モ

デ
ル

が

必
要
で

あ
り

、

そ

う
い

う
試
み

の
一

つ

と

し
て

、

著
者
は

「

神
の

身
体
と

し
て

の

世
界
」

と

い

う
マ

ク
フ

ェ

イ
グ

の

隠
喩
的
モ

デ
ル

を

紹
介
し

て

い

る
。

　
芦
名
氏
の

著
作
は、

日

本
で

は

い

ま
だ

包
括
的
に

論
ぜ

ら
れ
た

こ

と

の

少
な
い

自
然
神
学
に

か

ん

す
る

労
作
で
あ

り
、

評
者
も

多
く
の

こ

と

を

学

ば
せ

て

頂
い

た
が

、

さ

ら
に

こ

の

書
の

議

論
を

日
本
に

お

い

て

継
承
す
る

た
め
に

は、

何
が

必、
要
で

あ
る
か

を

述
べ

て

書
評
の

結
び
と

し
た
い
。

　
日

本
で

は

「

自
然
」

と

い

う

言
葉
を、

物
質
的
自
然
の

総
体
と

し
て

理

解
す

る
の

で

は

な

く
、

人

間
と

世
界
の

あ
り
か

た

を

特
徴
づ

け
る

根
源
語

と

し

て

使
う

伝
統
が

あ

る
。

「

自
然

法

爾
」

と

は

親

鸞
の

浄
土

真
宗
で

は

根
源
的
な
意
味
を

持
っ

て

い

た

が
、

そ
こ

で

い

う
自
然
（
じ

ね
ん
）

は
、

実
体
的
な

存
在
概
念
で

は

な
く、

存
在
者
の

根
源
的
な

働
き
と

あ
り
方
を

指
す

語
で
あ
り

、

名
詞
と

し
て

で

は

な
く

副
詞
的
・

形
容
詞
的
に

理

解
す

べ

き

語
で
あ
っ

た
。

本
書
に

於
い

て

は
西

欧
の

キ
リ
ス

ト

教
神
学
の

歴
史

の

中
で

自
然
神
学
の

可

能
性
が

論
じ

ら
れ
た
が

、

本
書
の

考
察
を

踏
ま
え

190（720）
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て

さ
ら
に

論
ず
べ

き

課
題
の
一

つ

は
、

非
西
欧
的
な

文
化
の

伝
統
を
持
つ

日

本
人
が

、

そ
の

固
有
の

歴

史
的
宗
教
的
伝
統
と

対
話
し
つ

つ
、

西
欧

哲

学
に

根
強
く
残

存
す
る

実
体
主

義
的
自
然
観
に

は
還

元
さ
れ
ぬ

独
自
の

自

然
神
学
を
構
想
す
る

こ

と
で

あ
ろ

う
。

松
田
真
理

子
著

『

統
合
失
調
症
者
の

ヌ

ミ

ノ

ー
ス

体
験

　
　

　
　
　

臨
床
心
理

学

的
ア
プ
ロ

ー

チ

　
　
』

A5

判

創
元

社
　
二

〇
〇
六

年
九
月
二

〇
日

刊

〆

曄
＋

二

二

九

頁
　
二

五

〇
〇
円
＋

税
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書評 と紹介

森

岡

正

　
芳

　
ヌ

ミ

ノ

ー
ス

と

は
、

宗

教
体
験
の

根
本
に

関
わ
る

宗
教
感
情
で

あ
る

。

心
理

学
研
究
の

立
場
か

ら

も、

ヌ

ミ

ノ

ー
ス

が

内
包
す
る

中
核
感
情
を
し

っ

か

り
把
握
す
る

必
要
が

あ
ろ
う

。

し

か

し
な
が

ら、

個
人
を

超
え

た

集

合
無
意
識
を

仮
定
す
る

臨
床
心
理

学
の
一

部
を

除
い

て
、

心
理

学
で

は
ほ

と

ん

ど
主

題
化
さ
れ

得
な

か
っ

た
。

今
回、

松
田
の

優
れ
た
モ

ノ

グ
ラ
フ

を

拝
見
す
る

機
会
を

与
え
ら
れ、

オ
ッ

ト

ー
の

『

聖
な

る

も
の
』

を
あ
ら

　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　

　
　

　
　

　
　

　
　
（
注）

た

め

て

読
み
直
す
き
っ

か

け
に

な
り、

よ
い

機
会
を

得
た

。

　

オ
ッ

ト

ー
『

聖
な
る

も
の
』

は
、

き
わ

め
て

独
創
的
な

感
情
心
理

学
の

古
典
と
し
て

も

読
め

る
。

ヌ

ミ

ノ

ー
ス

は

深
い

純
粋
感
情
で

あ
り、

感
情

に

よ

る

ア

プ

リ
オ

リ

な

認
識
と

し
て

宗
教
体
験
の

源
泉
で

あ
る

。

オ

ッ

ト

ー
は
そ
れ

を

「

魂
の

底
」

と

表
現
し
て

い

る
。

ヌ

ミ

ノ

ー
ス

感
情
の

源
泉

と

な
る

事
象
は

幅
広
い

。

オ

ッ

ト

ー
も

「

宗
教
以

前
」

の

呪

術
的
な

も

の、

ア

ニ

ミ

ズ
ム

、

霊
魂
崇
拝、

自
然
の

畏

怖
す
べ

き

力、

お

伽
噺
な
ど

さ
ま

ざ
ま

な

領
域
か

ら
ヌ

ミ

ノ

ー

ス

感
情
の

源
泉
を
さ

ぐ
る

類
似
物
を

例

示
し

て

い

る
。

　

オ

ッ

ト
ー

に

よ

れ
ぼ
ヌ

ミ

ノ

ー

ス

感
情
の

対
象
は

明
示
で
き

な
い

。

か

（721）


