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宗
教
間
対
話
の

思
想

　
　
　

　
　
理
性
は

文
化
の

多
様
性
を
超
え
う
る

か

代
表
者
・

コ

メ

ン

テ

ー

タ
・

司
会

　
八

巻
和
彦

ア

ン

セ

ル

ム

ス

　

　
　

諸
文
化
を

越
境
す
る

理
性

矢
　
内
　
義
　
顕

　
カ

ン

タ

ベ

リ
ー

の

ア

ン

セ

ル

ム

ス

の

伝
記
作
者
エ

ア

ド

メ

ル

ス

は
、

一

〇
七

九

年
に

ア
ン

セ

ル

ム

ス

が
イ

ン

グ
ラ
ン

ド

を

訪
問
し
た

際、

ア

ン

グ

ロ

・

サ

ク

ソ

ン

時
代
の

修
道
院
・

教
会
の

伝
統
と

征
服
者
で

あ
る

ノ

ル

マ

ン

人
の

も
た

ら
し

た

新
た

な

伝
統
と
の

相
克
か
ら
生

じ
た

幾
つ

か
の

間

題
を
、

理

性
的
な

論
証
・

対
話
に

よ

っ

て

解

決
し
た

こ

と

を

報
告
す
る

（
一
・
．

一
九

i
＝ 、
一
）

。

彼
は
、

「

神
の

礼
拝
」

（
。

巳
ε
ω）

の

文
化
的
な
多

様
性
と

対
立
か

ら
生
じ

る

問
題
を

、

理
性
に

よ
っ

て

解

決
し
た
の

で

あ

る
。

そ
れ
は

彼
自
身
の

理
性

観
の

実
践
と

も
言
う
べ

き
出
来
事
だ

っ

た
。

　
ア

ン

セ

ル

ム

ス

の

最
初
の

著
作
『

モ

ノ

ロ

ギ

オ

ン
』

（

一

〇
七

六
年）

は
、

三

位
一

体
論
を

含
む

神
の

本
質
に

つ

い

て

の

黙
想
で

あ
る

と

同
時

に
、

人
間
の

存
在
と
理

性
認

識
を

根
拠
づ

け
る
思
索
で

も
あ
る

。

　

神
よ
っ

て

創
造
さ
れ、

こ

の

世

界
に
存
在
す
る

諸

事
物
は
、

神
と
の

類

似
性
に

従
っ

て
、

単
に

存
在

す
る

も
の
、

生
存
す
る
も
の

、

感
覚
を
も
つ

も
の

、

理

性
的
本

性
を
も
つ

も
の

と

い

う
存
在
の

段
階
を

構
成
す
る

。

さ

ら

に
、

理

性
的
本
性
で

あ
る

人
間
の

精

神
の

う
ち
に

は
、

記
憶
と

し
て

の

父

な
る

神、

理

解
と
し
て

の

子
な
る

神
、

両

者
か

ら

発
出

す
る

愛
と
し
て

の

聖
霊
な
る

神、

つ

ま

り
三

位
一

体
の

神
の

似
像
（

巨
曽

σqoU9

が
見

出
さ

れ

る
。

こ

の

神
の

似

像
と
し

て

の

理
性
は
、

正
と

不
正
、

真
と

偽、

善
・

悪
、

そ

し

て

善
の

諸

段
階
を

区
別
・

判
断
し、

人
間
の

う
ち
に

あ
っ

て

「

君
主
ま
た

審
判
者
」

で

あ
る

。

　
こ

の

理

性
は

固
有
の

言
語
を
も
つ

。

『

モ

ノ

ロ

ギ

オ

ン
』

第
一

〇

章
で

万
物
が

創
ら

れ
る

際
の

創
造
者
の

言
葉
を

検
討

す
る
中
で
、

彼
は
、

人
問

が

凵
常
的
に

用
い

る

三

つ

の

表
現
（一
〇
〇

耳
δ

澪
ω
）

を

挙
げ
る

。

第
一

は
、

感
覚
的
な
記
号、

例
え
ば

「

人
間
」

と

い

う
可
感
的
な
名
辞
を
実

際
に

語

る

こ

と

に
よ

っ

て

事
物
を

表
現
す
る

場
合、

第
二

は、

こ

の

感
覚
的
な

記

号
を
精
神
の

う
ち
に

お
い

て

非
感
覚
的
に

ー
こ

の

場
合、

音
声
が

消
去
さ

れ
る

か

ら
1
考
え
る

場
合

、

そ
し
て

第
三

は
、

こ

う
し
た
感
覚
的
な．
記

号

を
用
い

る
こ

と

な
く、

肉

体
的
な
想
像
力
あ
る
い

は
理
性
の

理
解

力
に
よ

っ

て

事
物
を

表

現
す
る

場
合
で

あ
る

。

こ

の

第
三

の

表
現
と

は
、

例
え

ば
、

人
間
の

感
覚
的
な
容
姿
を

想
像
す
る

こ

と、

あ
る
い

は

「

人

間
と
は

死
す
べ

き
理
性
的
な

動
物
で

あ
る
」

と

い

う
よ

う
に

人
間
の

普
遍
的
な

本

質
を
考
え
る

こ

と

で

あ
る
。

こ

の

普
遍
的
な

本
質
は

、

本
来、

創
造

者
の

理
性
の

う
ち
に
「

第
一

の

本
質
そ
の

も
の
、

ま
た

第
一

の

存
在
の

真
理
」

と

し
て

存
在
し、

創
造
に

よ

っ

て

諸
事
物
に

付

与
さ
れ
た
も
の

で

あ
る

。

そ
れ
ゆ
え、

理
性
に

固
有

の
言

葉
と

は、

創
造
者
の

理

性
の

旨
葉
の

類
似

と

し
て
、

諸
事
物
の

普
遍
的
な
本
質
を
可
能
な
限
り
表
わ
す
第
三

の

表
現

で

あ
り

、

あ
ら

ゆ
る一．「
口

語
の

基
礎
と

し
て

、

「

す
べ

て

の

民
族
に

共
通
し

て

い

る
」

と

ア

ン

セ

ル

ム

ス

は

述
べ

る
。

あ
ら
ゆ

る
三
口

語
的
な
相
違

、

そ

れ

ゆ

え
言
語
を
生
み

出
し
、

ま
た

言
語
に
よ

っ

て

規
定
さ
れ
る

民
族
的、

文
化
的
な
相
違
を
超
え
て
、

普
遍
的
な
本
質
に
つ

い

て

の

思
索
を
生

み
出

す
も
の
、

そ
れ
が
理
性
で

あ
る

。

エ

ア

ド
メ

ル

ス

が
報

告
す
る、

イ
ン

グ

120（954）
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ラ

ン

ド
に

お

け
る

ア

ン

セ

ル

ム

ス

の

論
証
・

対
話
は

、

こ

う
し
た

神
の

似

像
と
い

う
理

性
観
に

基
づ

い

て

い

た

の

で

あ
る

。

　

イ
ン

グ
ラ

ン

ド
か
ら

帰
国
し

た

後、

ア

ン

セ

ル

ム

ス

は
、

『

真
理
に

つ

い

て
』

を
は

じ
め

と

し
て

数
々

の

著
作
を
著

す
。

『

言
の

受
肉
に
関

す
る

書
簡
』

（
一

〇

九
四

年）

で

は
、

ロ

ス

ケ
リ

ヌ

ス

の

異
端
に

対
し
て

理

性

的
な

論
証
を
も
っ

て

応
え
る

。

ま
た

神
の

受
肉
と

救
済
に

関
す
る

信
仰
の

理

解
を

求
め

、

同
時
に

こ

の

信
仰
に

対
し
て

想
定
さ

れ
る

異
教

徒
の

反
論

に

応
じ

る

た

め

に

対
話
形
式
で

執
筆
さ
れ
た

『

神
は

な
ぜ

人

間
と
な
っ

た

か
』

（
】

〇

九
八

年）

に

お
い

て

も
「

理

性
の

み
に

よ

る
」

方
法
を

採
用

す
る

。

さ
ら

に
、

聖

霊
の

発
出
に
関
し
て、

ギ
リ
シ

ア

教
会
に

対
し

ラ
テ

ン

教
会
の

神
学
（
岡

諱
o
ρ
ロ
Φ）

を

弁
護
す
る

『

聖
霊

の

発
出
に
つ

い

て
』

（
一
一

〇

二

年
）

に

お
い

て

も
理

性
的
な

論

証
を
望
む

。

ア

ン

セ

ル

ム

ス

は
、

宗
教
的
な

対
話
の

試
み
に

お
い

て
、

一

貫
し

て

理

性
的
な

対
話
を
求

め

た

と

言
っ

て

よ

い
。

　

も
ち
ろ

ん
、

人
間
の

理
性
は
、

あ
く
ま
で

も
神
の

似

像
で

あ
る

が

ゆ
え

に
、

類
似
性
と

同
時
に

差
異
性
を
伴
っ

て

お
り、

そ
こ

に

理
性
の

必
然
的

な

制
約
が
あ
る

こ

と

も、

彼
は

決
し
て

忘
れ
な
か
っ

た
。

宗
教
間
対
話
の

思
想
と

し
て

の

　

ト
マ

ス
・

ア

ク
ィ

ナ
ス

の

信
仰
理

解芝
　
元

　
航

　
平

　
ト

マ

ス
・

ア

ク
ィ

ナ
ス

（
一

二

二

四
／
二

五

ー
七
四
年）

は
、

「

第
一

真

理
」

と
い

う
対
象
を

「

承
認
と

と
も
に

思
い

め
ぐ
ら

す
」

と

い

う
信
仰
の

行
為
を
可
能
に

す
る

習
慣
（
対
神

徳）

と
し
て

「

信
仰
」

を
理

解
し
て

い

る
。

こ

の

信
仰

概
念
に

は
「

承
認

す
る
」

と
い

う
意
志
の

働
き
と

「

思
い

め

ぐ
ら

す
」

と
い

う
知
性
の

働
き
が

共
に

含
ま
れ
て

い

る
。

信
仰
に

お

け

る

「

承
認

す
る
」

と
い

う
意
志
の

働
き
は

、

人

間
の

自

然
本
性
を

超
え
た

仕
方
で

神
に

よ
っ

て

促
さ

れ
る

も
の

で

あ
る

け
れ
ど
も

、

そ

の

前
提
と
な

っ

て

い

る

の

は

「

〔
人
間
の
〕

理

性
的
本

性
は
、

善
と

存

在
者
の

普

遍
的

な

意
味
内

容
を

認
識
す
る

限

り
に

お

い

て
、

存
在
の

普
遍
的
根
源
〔

神
〕

へ

の

直
接

的
な

秩
序
づ

け
を

持
っ

て

い

る
」

（
『

神
学
大
全
』

第
ニ

ー
二

部

第
二

問
第
三

項
）

と
い

う
、

人
問
の

自
然
本
性
の

在
り
方
で

あ
る

。

　

人
間
の

理
性
的
本
性
を

基
盤
と

す
る

こ

の

よ

う
な

信
仰
概
念
に

基
づ

い

て

ト

マ

ス

は

「

暗
黙
の

信
仰
」

に

よ

る

異
教
徒
の

救
い

に

つ

い

て

語
っ

て

い

る
。

確
か

に

ト
マ

ス

は

「

啓
示
さ
れ

た

恩
寵
の

時
の

後
で

は
、

学
識
多

き
人
々

も

少
な

き
人
々

も
、

キ

リ

ス

ト

の

神
秘
に
つ

い

て

明
示
的
な
信
仰

を

持
つ

よ

う
に

拘
束
さ
れ

る
」

（
『

神
学
大
全
』

第
ニ

ー
二

部
第
二

間
第
七

項
）

と

述

べ
、

す
べ

て

の

人
間
が

キ
リ
ス

ト
を
信
じ

る

べ

き
で

あ
る

と
主

張
し
て

い

る
。

し
か

し
一

方
で

ト

マ

ス

は、

同
項
第
三

異
論
で
、

擬
デ

ィ

オ

ニ

ュ

シ

オ

ス

の

「

異
教
徒
の

多
く
の

者
た

ち
が
天
使
た

ち
の

奉
仕
を
通

し
て

救
い

を

得
た
」

と

い

う
言
葉
に

基
づ

い

て
、

キ

リ
ス

ト
の

神
秘
を
明

示
的
に

信
じ
る

こ

と

は

万
人
に
と
っ

て

救
い

の

た
め

に

必
要
で

は
な
か
っ

た

と

思
わ

れ
る

と
い

う
異
論
を

提
出
す
る

。

こ

の

異
論
に

対
す
る
ト
マ

ス

の

解
答
は

、

「

異
教
徒
の

多
く
の

者
た
ち
に

キ

リ

ス

ト
に

つ

い

て

の

啓
示

が
な
さ
れ

た
」

と
い

う
も
の

で

あ
る

が、

そ
れ
と
と

も
に

啓
示
を

受
け
な

か
っ

た

人

々

の

救
い

の

可
能
性
に

つ

い

て

も
言
及
し
て

い

る
。

「

し
か

し、

も
し
啓
示
が
与
え
ら
れ
な
か
っ

た

者
た

ち
が
救
わ
れ
た
と
し

て

も
、

彼
ら

は

仲
保
者
〔

キ
リ
ス

ト
〕

へ

の

信
仰
な
し
に
救
わ
れ

た
の

で

は
な
い

。
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