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文
脈
化
神
学
の

現
在

「

ア

ジ

ア

神
学
」

か

ら

見
た

「

日

本
的
キ

リ
ス

ト

教
」

解
釈
の

問
題
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森
　
本

　
あ

ん

り

〈

論
文
要
旨
〉

　
文
脈
化
神
学
は、

こ

こ

数
十

年
の

間
に

社
会
正

義
か

ら

文
化
的
自
己
表

現
へ

と

そ

の

関
心
を

移
し

て

き

た
。

ポ

ス

ト
モ

ダ
ン

の

諸
文
化

　
理
論
も

こ

の

変
化
を

後
押
し
し、

神
学
の

自
己
理
解
も
こ

れ
に

新
た

な

意
義
を
認
め
る

よ
う

に

な
っ

た
。

な
か

で

も

ア

ジ

ア

神
学
は、

キ

リ
ス

ト
教
史

　
に

占
め

る

時
代
史
的
な
先
端
性
の

ゆ
え
に、

今
で

は

文
脈
化

神
学
の

主

要
な
担
い

手
と

な
り

つ

つ

あ

る
。

こ

の

視
点
か

ら
近

年
の

「

日

本
的
キ

リ
ス

ト

　

教
」

理
解
を

検
討
す
る

と
、

そ

こ

に

は

外
か

ら
の

視
線
で

日

本
の

日
本
ら

し

さ

を

規
定
す
る

オ

リ

エ

ン

タ

リ

ズ
ム

の

関
与
が

疑
わ

れ
る

。

加
え

て、

従

　

来
無
視
さ

れ

て

き
た

非
正

統
的
な

宗
教

集
団
に

「

み

ず
か

ら
を

語
ら
し

め

る
」

と

い

う

社
会
学
的
な

接
近
方

法
は、

研
究
者
11

救
済
者
と

い

う

構
図
を

　
生
ん

で

ポ

ス

ト
コ

ロ

ニ

ア

ル

批
判
を
招
く

。

ア

ジ
ア

神

学
が
こ

の

よ

う

な

虚

構
性
に

敏
感
で

あ
ら

ざ
る

を

得
な

い

の

は
、

み

ず
か

ら
も
ア

ジ
ア

の

「

ア

　
ジ

ア

性
」

に

つ

い

て

繰
り

返
し

問
い

続
け
て

い

る

か

ら
で

あ
る

。

最
後
に

本
稿
は、

ア

ジ
ア

神
学
を

「

ア

ジ
ア

か

ら

神
学
を
問
う

」

な
い

し

「

ア

ジ
ァ

　
に

よ
っ

て

神

学
を

問
う

」

と
い

う
「

奪

格
的

神
学
」

の

試
み

と

し

て

説
明
す
る

。

〈

キ
ー

ワ

ー

ド
V
　
ア

ジ
ア

神
学、

土
着

化、

文
脈
化、

オ

リ
エ

ン

タ

リ

ズ
ム
、

ポ
ス

ト

コ

ロ

ニ

ア

ル

批

判
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文
脈
化
神
学
の

変
容

　
「

文
脈

化
」

と

い

う

言
葉
が

キ

リ

ス

ト

教
神

学
の

用
語
と

し

て

頻
繁
に

使
わ

れ
る

よ

う

に

な

っ

た

の

は
、

一

九
七

〇

年
代
の

こ

と

で

　
剛

あ
範

。

こ

こ

で

便
宜
的

に

「

ア
ジ

ア

神

学
」

と

総
称
す

る

神
学
も

、

は

じ

め

は

「

解
放
の

神
学
」

や

「

フ

ェ

ミ
ニ

ス

ト

神
学
」

と

並
ん

　
怖

　
　

　
　

　
　

　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　

　
　

25

で
、

「

ラ

テ
ン

・

ア

メ

リ

カ

神
学
」

「

ア
フ

リ

カ

神
学
」

な

ど
と

い

っ

た

「

地

域
的
神
学
」

の

亜

種
と

し

て

登
場

し
、

従

来
の

神

学
に

対
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置
さ

れ

る

伝
統
批
判
的
な

神
学
勢
力
の
一

翼
を

形
成
す

る

よ
う
に

な
っ

た
。

し

か

し
、

そ

の

後
こ

う
し

た

文

脈
化
神
学
を
め

ぐ

る

状
況

は

大
き

く

変
化
す
る

。

そ

の

も
っ

と

も

直
接
的
な

原

因
は

、

社
会
政
治
情
勢
の

変
化
で

あ
ろ

う
。

例
え
ば

、

か

つ

て

ア
ジ

ア

神
学
の

代

表
的
な

表
現
で

あ
っ

た

韓
国
の

「

民

衆
神
学
」

は
、

同
国

の

民
主

化
闘
争
と

密
接
に

結
び
つ

い

て

発
展
し

た
も
の

で

あ
る

が
、

朴
正

熙

　
　
　
　
　
　
　

　

　

　

　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

　

　

　

　
　
　
　
　ソ

や
全

斗
煥
と
い

っ

た

軍
事
独
裁
政

権
が

漸
次
民
主
化
さ

れ

る

に

つ

れ
て
、

過
去
の

も
の

と

な
っ

て

い

っ

た
。

社
会
正

義
の

希
求
は
、

現

在
で

も

け
っ

し

て

ア
ジ

ア

神
学
の

議
題
か

ら

揮
発
し

て

し

ま
っ

た

わ

け

で

は

な
い

が
、

東
西
冷
戦
構
造
の

崩
壊
と

い

う
世
界
史
的
な

変

化
の

中
で

、

そ

の

主

要
な

関
心

事
が

脱
政
治
化
し
て

い

っ

た
こ

と

は

否
め

な
い

。

　

代
わ
っ

て

ア

ジ
ア

神
学
の

今
日

的
な

潮
流
を

理

念
的
に

下
支
え
し

て
い

る
の

は
、

民
族
的
な

ア

イ

デ
ン

テ
ィ

テ

ィ

の

自
覚
的
な

模
索

と

表
出
で

あ
る

。

こ

れ

を
「

ポ

ス

ト
モ

ダ
ン

的
な

状
況
」

と

総

括
す

る
こ

と

も
で
き

よ

う
。

露
骨
な

政
治
弾
圧
の

時
代
が

過
ぎ

、

最
低

限
の

身
体
的
安
全
と

生

活
水
準
が

確
保
さ

れ

る
よ

う
に

な

る
と

、

そ

れ

ま
で

画
一

的
に

想
定
さ

れ

て
い

た

各
人

の

価
値
観
や

幸
福
追
求

が

多
様
な
自
己
表

現
の

可
能
性
を
求
め

る
よ

う
に

な

る
。

「

衣

食
足
り

て

自
己
表
現

を

知
る
」

と

言
う
べ

き

で

あ
ろ

う

か
。

ア

ジ

ア

神

学
は

今
、

そ

れ

ぞ
れ
の

地
域
性
や

民
族
性
の

独
自
な

表
現
の
一

端
と

し
て

理
解
さ
れ

る

よ

う

に

な
っ

て

い

る
。

か

つ

て

民
衆

神
学
が

掲

げ
た

「

恨
」

の

概
念
も

、

今
日

で

は

韓
国
的
心

性
の

独
自
な

表
現
と

し
て

キ

リ

ス

ト

教

神
学
に
一

定
の

位
置
を

占
め

る

よ

う

に

な
っ

旭
・

　

社
会
状
況
の

こ

う
し

た

変
化
と

と

も

に
、

人
類
学
や

文
化
論
に

お

い

て

ポ

ス

ト
モ

ダ
ン

の

諸
理

論
が

進

展
し

た
こ

と

も、

文
脈
化
神

　
　
　
　
　
　
　

　

　

　

　

　
　
　
　ハ
き

学
の

新
た

な
展

開
を
促
す
要
因
と

な
っ

た
。

バ

ル

ト、

テ
ィ

リ
ヒ

、

ニ

ー
バ

ー
と

い

っ

た
二

〇
世
紀
の

神
学
的
巨
人
た

ち

も
、

そ

れ

ぞ

れ

の

し

か

た

で

「

福
音
と

文
化
」

の

折
衝
に

つ

い

て

範
例
的
な
議
論
を

残
し

て

い

る

が
、

彼
ら

の

前
提
し
て

い

る

固
定
的
で

非
歴
史
的

で

単
層
的
な

文
化
理
解
は
、

今
日
わ

れ

わ

れ
が

目
に

し

て

い

る
流

動
的
で

断
片
化
さ

れ

た

多
孔
質
の

複
合
体
と

し

て

の

文
化
を

扱
う

に
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文脈化神学の 現在

は
、

い

さ

さ
か

不

十
分
で

あ
る

。

　
そ

れ

ば
か

り
で

な
い

。

文
脈

化
神

学
は
、

神

学
の

必
然
的

要
請
か

ら

も
、

当
初
の

自
己
理

解
を

乗
り

越

え
る

必

要
に

迫
ら

れ

て

い

る
。

従
来
の

土

着
化
論
や

文
脈

化
論
に

前
提
さ

れ

て

い

た

の

は
、

「

基

本
と

応
用
」

の

構
図
で

あ
っ

た
。

つ

ま

り、

ま

ず
い

つ

で

も

ど

こ

で

も
誰
に

で

も

妥
当
す

る

普
遍

的
で

標
準
的
で

正

統
的
な

神
学
が

あ
り

、

次
い

で

こ

れ

を

特
定
の

周
縁
文
化
へ

と

適
用

し

て

必
要
な

調
整
と

修
正

を

施
す

、

と
い

う

構
図
で

あ
る

。

神
学
の

教
育
課
程
に

お

い

て

も、

こ

れ

ら
の

「

応
用
」

神
学
は

、

ま

ず
標
準
と

さ

れ

る

基
礎
的
な

神

学
が

ひ

と

と

お

り

教
え

ら

れ

た

後
に
、

補
足

と

し

て

紹
介
さ

れ

る

こ

と

が

多
い

。

し

か

し
、

ア

ジ
ア

神

学
の

真
の

発
見

は
、

こ

れ
ま

で

そ

の

よ

う

に

普
遍

性
を

標
榜
し

て

き

た

神
学
も

ま

た
、

実
は

き

わ
め

て

文

脈
的
で

あ
っ

た

と

い

う

発
見
で

あ

り
、

そ

の

文
脈
限
定
性
が

自
覚
さ

れ

ぬ

ま

ま
正

統
性
の

衣
を

纏
わ

さ

れ

て

き

た

に

す

ぎ

な
い

と

い

う
発
見
で

あ

る
。

こ

れ

は
、

キ

リ
ス

ト

教
神
学

が

ア

ジ

ア

と
い

う

「

異
化
作
用
」

を
も
つ

文

脈
に

出
会
っ

て

は

じ

め
て

得
ら

れ

た

発
見
で

あ

ろ

う
。

　

従
来
の

社
会
学
的
な

「

土

着
化
」

論
に

お

い

て

は
、

あ
る

文

化
に

「

外
来
」

の

宗
教
が

ど

の

よ

う

に

し

て

受
容
さ

れ
て

い

っ

た

か

が

論
じ

ら

れ

る
。

言
う

ま

で

も

な
く

、

受
容
の

過
程
に

際
し

て

起
き

る

変
化
は

双

方

向
的
で

あ

ろ

う
。

外
来
宗
教
が
宿
主
文
化
を

変

容
さ

せ

る

こ

と

も

あ

る

し
、

宿
主

文
化
が

外
来
宗
教
を

変
容
さ

せ

る

こ

と

も
あ
る

。

い

ず
れ

に

せ

よ
そ

こ

に

は
、

分
析
対

象
と

な

る

宗

教
の

祖
型

な

り

原
型

な

り

が
、

ま

ず
当
該
文
化
の

外
に

無
限
定
な

し

か

た

で

存

在
し

て
い

た
、

と

い

う

想
定
が

あ

る
。

少
な
く
と

も
、

「

土

着
化
」

以
前
の

姿

が

出
発
点
と

し
て

確
認
さ

れ
な

け

れ
ば
、

そ

の

変
容
の

過
程
を
分

析
す

る
こ

と

は
で

き
な
い

で

あ
ろ

う
。

し

か

し
、

文
脈

化
神
学
の

視
点
か

ら

す

れ

ば
、

そ

の

「

外
来
」

宗
教
と

言
わ

れ

る

も

の

自
体
が

、

い

ず
こ

の

地
域
や

文
化
に

あ
っ

て

も

す

で

に

土

着
化
し

た

結
果
と

し

て

存
在
し

て
い

る

の

で

あ
る

。

土

着
化
さ

れ

る

以
前
の

「

純
粋
な

キ

リ
ス

ト

教
」

な

ど

と

い

う
も
の

は
、

ど
こ

に

も

存
在
し

な
い

。

啓
示

は
、

啓
示
で

あ

る

以
上
、

す
で

に

何
者
か

に

よ
っ

て

受
け
取
ら

れ
て

存
在
し

て

い

る
こ

と
を

意
味
す

る
。

誰
に

27 （655）
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も

開
か

れ

る
こ

と

な
く
空
中
に

漂
っ

て
い

る

啓
示

と

い

う

も
の

は

な
い

。

し

た

が
っ

て

そ
こ

に

は
、

啓
示
の

受
領
者
が

あ

り
、

受
領
者

が

生
き

る

特
定
の

文
脈
が

あ
る

。

啓
示
は

、

文
脈
を

離
れ

て

は

存
在
し

な
い

の

で

あ
る

。

　
こ

の

認

識
は

、

歴
史
的
な

実
定
宗
教
と

し

て

の

キ

リ
ス

ト

教
に

、

あ
る

根
本
的
な

問
い

を

突
き

つ

け

る
こ

と

に

な

る
。

そ

れ

は
、

キ

リ
ス

ト

教
の

本
質
的
な

ア

イ
デ
ン

テ

ィ

テ
ィ

を
め

ぐ

る

問
い

で

あ
る

。

キ

リ
ス

ト

教
は

、

そ

の

歴
史
的
発
展
の

ど

の

局
面
に

自
己

定
義

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
（
5）

を
見
い

だ

す
べ

き
で

あ
ろ

う
か

。

現
代
ア
メ

リ
カ

の

キ

リ
ス

ト

教
を

見
て

、

と

り

わ
け

そ

の

自
国
中
心

的
な
保
守
的
原
理

主

義
の

姿
を

見
て

、

そ

の

特
殊
性
に

気
づ

か

ぬ

人
は

少
な
い

で

あ
ろ

う
。

だ

が
、

そ

の

よ

う
な

目
立
ち

や

す
い

政
治

的
な

外
貌
の

下
に

も
、

「

ハ

ロ

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
（
6）

ウ
ィ

ー

ン
」

と

い

う

社
会
慣
習
が

示

す

よ

う
に

、

非
常
に

特
殊
な

土

着
キ

リ

ス

ト

教
の
一

形

態
が

常
在
し

て

い

る
。

同

様
の

土

着
化

は
、

時

代
を

遡
れ

ば
キ

リ
ス

ト

教
の

ヨ

ー
ロ

ッ

パ

的
な

諸
形
態
に

も

認
め

ら

れ
よ

う
し

、

宗
教
改
革
者
た

ち
の

神
学
が

不

可
避

的
に

帯

び
て

い

る

文

化
制
約
性
に

も
認
め

ら

れ

よ

う
。

さ

ら

に
、

盤
石
と

も

見
え

る

中

世
キ

リ
ス

ト

教
コ

ル

プ

ス

の

歴
史
的
な

特
殊

性
へ

、

あ

る
い

は

キ

リ

ス

ト

教
の

基
本
的
な

性
格
を

定
義
づ

け

た

初
代
教
会
の

文
化

背
景
の

特
殊
性
へ

と

目
を
向
け

る
な

ら

ば
、

プ
ロ

テ
ス

タ
ン

テ
ィ

ズ

ム

の

起
点
も

、

い

や

キ
リ

ス

ト

教
そ

の

も

の

の

起

点
も

、

す
べ

て

が

歴
史
限
定
的
な

性
格
を
帯
び

た

も

の

で

あ
る
こ

と

に

思
い

　
　
　

　
　
　

　
？）

至
ら

ざ
る

を

得
な
い

。

　
だ

と

す

れ

ば
、

と

ア
ジ

ア

神
学
は

問
い

を
進
め

る
。

「

実

体
」

や

「

本

質
」

と
い

っ

た

き

わ

め

て

ギ
リ
シ

ア

的
な

概
念
や

術
語
を

も

と

に

作
ら

れ

た

三

位
一

体
論
な
ど

の

基
本
信
条
の

諸
表
現
は
、

異
な

る

文

脈
に

生
き

る
キ

リ
ス

ト

教
徒
に

と
っ

て

ど
こ

ま
で

規

範
的
た

り

得
る

の

か
。

も

し

そ

れ
が

歴
史
限
定
的
な

文
脈
化
の
一

事
例
に

す
ぎ
な
い

の

で

あ
れ
ば

、

ア

ジ

ア

で
は

こ

れ
を

自
前
の

道
具
立
て

で

置
き

換
え

る

こ

と

も
可
能
な

は

ず
で

あ
る

。

ア

ジ

ア

神
学
者
の

中
に

は
、

こ

の

よ

う
な
主

張
の

も
と

に
、

陰
陽
論
や

易
に

由
来
す
る

ア

ジ

ア

的
概
念
を
用
い

て

大
胆
に

三

位
一

体
論
を

再
構
築
し

よ

う
と

す
る

者
も

あ

る
。

そ

の

よ

う
な

試
み
が

成
功
し

て

い

る
か

ど

う
か

に
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は
、

大
い

に

議
論
の

余
地
が

あ
ろ

う
。

し

か

し

こ

こ

に

は
、

個
々

の

置
き

換
え

作
業
の

技
術
的
な

適
切
さ

如
何
に

先
だ
っ

て
、

キ
リ
ス

ト

教
と
い

う

宗

教
の

性
格
に

関
す
る

原
理

的
な

問
い

が

潜
ん
で

い

る

よ

う

に

思
わ
れ

る
。

す

な

わ

ち
、

キ

リ
ス

ト

教
は

み

ず
か

ら
が

二

千
年
に

わ

た
っ

て

辿
っ

て

き

た

軌
跡
を
ど

の

よ

う
に

解
釈
す
べ

き

か
、

と

い

う

問
い

で

あ
る

。

ア

ジ
ア

神
学
の

問
い

は
、

中
近

東
時

代、

地
中
海
時
代、

汎
ヨ

ー
ロ

ッ

パ

時
代、

ア

メ

リ
カ

新
大
陸

時
代

、

と

西
回
り
に

辿
っ

て

き

た

キ
リ

ス

ト

教
の

伝
統
を

、

ア

ジ

ア

が

ど

の

よ

う

に

受
け

止

め

る

か
、

と
い

う

時
代
史
的
な

問
い

で

あ
る

。

キ

リ

ス

ト

教
の

人
口

動
態
が

著
し

く
変
化
し
、

世
界
の

キ

リ
ス

ト

教
徒
の

三

分
の

二

が

非
西
洋
に

住
む

と

言
わ

れ

る

今
日

、

ア
ジ

ア

神

学
に

必
要
な

作
業
は

、

ま

ず
ア
ジ

ア

と

い

う
地
理

的
概
念
を
歴
史

的
現
代
に

定
位
す

る

こ

と

で

あ
る

。

二

　
「

日

本
的
キ
リ
ス

ト
教
」

理
解
に

お

け
る

文
脈
化
の

焦
点

　
こ

の

よ

う

な

ア

ジ

ア

神
学
の

視
線
は
、

日

本
と
い

う
文
脈
に

お

け

る

キ

リ
ス

ト

教
の

現
代
的
理

解
に

も

差
し

向
け

ら

れ

る
。

日
本
の

キ

リ

ス

ト

教
人

口

が

近

隣
の

ア

ジ

ア

諸
国
に

比
べ

て

少
な
い

と

い

う

事
実
は

、

し

ば

し
ば

研
究
者
た

ち

の

関
心
を

集
め

て

き

た
。

こ

と

に
、

同
じ

よ

う

な

宣

教
の

歴
史
を
も
つ

韓
国
と

比
べ

る

と
、

そ

の

差
は

著
し
い

。

こ

の

違
い

の

説
明
と

し

て
、

日

本
の

植
民
地
支
配
に

対
す

る

民
族
の

抵
抗
の

歴
史
が

挙
げ
ら

れ

て

き

た
が
、

そ

れ

と

並

ん

で

顕
著
な

彼
我
の

違
い

は
、

キ

リ
ス

ト

教
の

土

着
化
の

度
合
い

で

あ

ろ

う
。

だ

が
、

ま

さ

に

こ

こ

に
、

ア

ジ

ア

神
学
の

視
角
か

ら

問
わ

れ
ね

ば
な
ら

な

い

問
題
が

あ

る
。

わ

れ

わ

れ

が
一

般
的
に

キ

リ
ス

ト

教
の

「

日

本
化
」

や

「

土

着
化
」

を

口

に

す

る

時
、

そ

の

焦
点
は

ど

こ

に

当
て

ら

れ

て

い

る

の

で

あ
ろ

う
か

。

文
化
の
一

元
性
に

対

す

る

ポ
ス

ト

モ

ダ
ン

的
な

疑
義
を
経
た

今
日
で

は、

こ

の

問
い

を

迂

回
し

て

「

日

本
的
キ

リ
ス

ト

教
」

を
一

括
り

に

論
ず
る

こ

と

は
で

き

な
い

。

以

下
本
稿
で

は
、

近
年
の

「

日

本
的

キ
リ

ス

ト

教
」

理
解
に

つ

い

て
、

若
干
の

批
判
的
な

問
題
提
起

を

記
し

て

今

後
の

議
論

29 （657）

N 工工
一Eleotronlo 　Llbrary 　



Japanese Association for Religious Studies

NII-Electronic Library Service

Japanese 　Assoolatlon 　for 　Rellglous 　Studles

の

出

発
点
と
し
た

い
。

　
こ

こ

に

取
り

上
げ
る
の

は
、

マ

ー

ク
・

マ

リ
ン

ズ

の

近
著
『

メ

イ
ド
・

イ
ン

・

ジ
ャ

パ

ン

の

キ

リ
ス

ト

教
』

で

あ

麺
。

同
書
は

、

教

会
な

ど
の

集
団
形

成
と

い

う

次
元
ば
か

り
で

な

く
、

結
婚
産

業
や

教
育
事
業

、

大
衆
文
化
な

ど

に

浸
透
し

た

キ

リ
ス

ト

教
の

現
実
態
に

も

目
配
り

を

し

て

お

り
、

日

本
文
化
と

キ

リ
ス

ト

教
の

折
衝
が

示
す

多

面
性
の

認
識
を
ま
っ

た

く
欠
い

て

い

る

と

い

う

わ

け

で

は

な

い
。

に

も
か

か

わ
ら

ず
、

同
書
が

描
き

出
す

「

日

本
的
キ
リ

ス

ト

教
」

の

理
解
と

、

こ

れ

を

無
批
判
に

受
容
す

る

日

本
人
読

者
の

存
在

と

は
、

文
脈
化
神
学
の

論
題

を

浮
き

彫
り
に

し

て

い

る

よ
う

に

思
わ

れ

る
。

　
ま

ず
、

主
題
に

対
す
る

著
者
の

接
近
方
法
と

研
究
対

象
の

選
択
原
理

を

見
て

お

こ

う
。

著
者
に

は
、

社
会
学
者
と

し

て

の

明

確
な

自

己
理

解
が

あ
る

。

そ

れ

は
、

神
学
的
な
価
値

判
断
を
で

き
る

限
り
排
除
す

る
、

と
い

う

意
図
と

し
て

表

明
さ

れ

て

い

る
。

著
者
は

、

森

岡
清
美
ら

の

先
行
研
究
が

不

当
な

神
学
的
関
心

の

支
配
の

も

と

に

な

さ

れ

て

き

た
こ

と

を

批
判
し

、

こ

れ

ま

で

正

統
的
キ

リ
ス

ト

教
の

「

神
学
的
基
準
か

ら

は

ず
れ

た

も
の
」

と

し

て

無

視
さ

れ
て

き

た

諸
教
団
を

積
極
的
に

調

査
の

対

象
と

す
る
、

と

い

う

方
法
を

選
ん

で

い

る
（
二

八

九
頁）

。

日
本
に

お

け

る

独
立
土

着
の

キ

リ
ス

ト

教
は
、

「

標
準
的
な

伝
道
史
か

ら

は

み

だ

し
た

運
動
」

（
八

頁）
、

既

成
教

会

の

代
表
者
か

ら

「

是
認
さ

れ

な
い

宗
教
的
産
物
」 、

「

正

統
で

な
い

シ

ン

ク
レ

テ
ィ

ズ

ム
」

（
一
一

頁
）

な

ど

と

表
現
さ

れ

て
い

る
。

同
様

の

性
格
づ

け

は
、

高
崎
恵
に

よ

る

「

訳
者
解
説
」

に

も
あ
ら

わ

れ

て

い

る
。

そ

こ

で

は
、

土
肥
昭
夫
の

先
行
研
究
が

「

キ

リ
ス

ト

者
と

し
て
」

の

神
学
的
な

関
心
に

制
約
さ

れ
て

い

る

と

批
判
さ
れ

て

お

り
、

こ

れ
に

対
し
て

マ

リ
ン

ズ

の

同
書
が

「

正

統
か

異
端
か

と
い

う

よ

う
な

神
学
的
議
論
」

か

ら

距

離
を
お

い

て

「

従
来
の

キ
リ
ス

ト

教
研
究
か
ら

は

排
除
さ

れ
が

ち

だ
っ

た

教
団
」

を
分
析
対
象
と

し
て

い

る

こ

と
が

評
価
さ

れ

て

い

る

（
三

四
三

頁）
。

こ

の

よ

う

な

選

択
原
理
の

も
と

に

著
者
が

選
び

出
し

た

の

は
、

明
治
か

ら

昭
和
に

か

け

て

設
立
さ

れ

た

日

本
独
自
の

諸
キ
リ

ス

ト

教
集
団
で

あ
る

。

以

下
に

そ
の

名
称
を
掲
げ
て

お

こ

う
。
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無
教
会

、

道
会、

基
督
心
宗
教
団

、

栄
光
の

福
音
キ

リ

ス

ト

教
団

、

活
け
る

キ
リ

ス

ト
一

麦
教
会
、

基

督
教
カ

ナ

ン

教
団

、

日

本

　
　
キ

リ
ス

ト

召
団、

イ
エ

ス

之

御
霊

教
会

、

聖
イ
エ

ス

会
、

聖

成
基

督
教

団
、

原
始

福
音

・

キ

リ
ス

ト
の

幕
屋

、

天
召

聖
兄
弟
団

活

　
　
か

す
キ

リ
ス

ト
・

エ

ク
レ

シ

ア、

沖

縄
キ

リ
ス

ト

教
福

音
セ

ン

タ

ー
。

　
こ

れ

ら
の

教

団
は、

お

そ
ら

く
現
代
日
本
の

多
く
の

キ

リ

ス

ト

教
徒
に

と

っ

て

な
じ

み
の

薄
い

も
の

で

あ

ろ

う
。

と
い

う
の

も
、

そ

れ
ら

は
一

時

期
は

意

欲
的
な

土

着
化
の

試
み

を
示
し

て

多
く

の

人

を
集
め

た

が
、

著
者
自
身
も
認
め

る

通
り
（
二
冖

○、

二

六
【

頁）
、

結

果
と

し

て

は
一

様
に

不
成
功
に

終
わ
っ

て
い

る

か

ら

で

あ

る
。

こ

の

う

ち
、

「

無
教
会
」

は

歴
史
的
に

も
っ

と

も
古
く
、

日

本
社
会
へ

の

発
言
力
も

し

ば
し

ば
認
め

ら

れ

る
た

め
、

や

や

別
格
で

あ

ろ

う
。

す

で
に

往
時
の

勢
力
は

な
い

が
、

そ

れ

で

も
無

教
会
と
い

う
現
象

に

キ

リ
ス

ト

教
の

日

本
的
な

表

現
を

見
る

研
究
は

、

こ

れ

ま

で

に

も

存

在
し

て

お

り
、

不

適
切
と

は

言
え

な

い
。

ま

た
、

「

イ
エ

ス

之

御
霊
教
会
」

は
、

文
化
庁
発
行
の

『

宗

教
年
鑑
』

に

掲
載
さ

れ

る

自
己

申
告
に

よ

れ
ば

現
在
も
四

万
人

ほ

ど

の

信
者
数
を

擁
し
て

い

る

が
、

同

教
団
の

重
要
な

教
義
で

あ

る

「

死

者
洗
礼
」

の

位
置
づ

け

が

不
明
確
な
た

め
、

こ

の

数
字
が

ど

の

程
度

実
数
を
反

映
し
て

い

る

か

は

定
か

で

は

な
頃

。

以
上
二

点
を

付
言
し

た

上
で

も

う
一

度
言
え
ば
、

こ

こ

に

取
り

上
げ
ら

れ

て

い

る

諸
教

団
は

、

歴

史
的
に

は

存

在
意
義
が

あ
っ

た
と

し

て

も
、

現
在
的
な
プ
レ

ゼ

ン

ス

が

あ

る

と

は

言
い

難
い

集
団
で

あ
る

。

あ
る

い

は
、

そ

の

影

響
力
や
存

在
意

義

は

実
勢
の

数
字
に

表

現
さ

れ
る

以
上

の

も

の

で

あ
っ

た
、

と

論
ず

る
こ

と

も

で
き

よ
う
が
、

そ

れ
に

は

ま

っ

た

く
別
の

資
料
に

よ
る

別

の

論
拠
が

必
要
で
あ

ろ

う
。

こ

れ

ら

は
、

社
会

学
的
な
観

点
か

ら

す
れ

ば
、

少
な

く
と

も

数
字
の

上

で

は

そ

の

役
割
を

終
え
た

諸
教
団

で

あ
る

。

つ

ま

り
、

た

し

か

に

「

メ

イ

ド
・

イ

ン

・

ジ
ャ

パ

ン

の

キ

リ

ス

ト

教
」

で

は
あ

る

が
、

現

在
の

キ

リ
ス

ト

教
で

は

な

く、

「

メ

イ
ド
・

イ
ン

・

ジ
ャ

パ

ン

・

ア

ン

ド
・

ゴ

ン

（

譽
匹

Oo
昌
Φ
）

の

キ

リ
ス

ト

教
」

な
の

で

あ

る
。

　

問
題
は

、

な
ぜ

こ

れ
ら

の
キ

リ

ス

ト

教
集
団
が

「

日

本
的
」

と

称
さ

れ、

日
本
へ

の

土
着
化
の

具
体
例
と

し

て

取
り
上

げ
ら

れ
て

い
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る

の

か
、

と
い

う
こ

と

で

あ
る

。

客

観
的
な

数

字
か

ら

す
れ
ば
、

こ

の

本
が

取
り

上
げ
た

す
べ

て

の

「

日
本

的
キ

リ
ス

ト

教
」

よ

り

も
、

現
在
も
日

本
全
国
津
々

浦
々

に

あ
る

ご

く
あ
り
ふ

れ
た

カ

ト

リ
ッ

ク

教
会
と

プ

ロ

テ
ス

タ
ン

ト

教
会
の

方
が
、

は

る
か

に

よ

く
現

代
日

本
に

土

着
化
し

て

い

る
、

と

い

う
こ

と

に

な

る

で

あ
ろ

う
。

カ

ト

リ
ッ

ク

と

プ

ロ

テ

ス

タ
ン

ト

を

合
わ
せ

た

現
在
の

信
徒
総
数

は
、

ご

く
大
ま
か

に

見
積
も
っ

て

約
百
万
人

で

あ
る

。

そ

の

百
万
人
の

信
者
を

擁
す

る

日

本
の

諸
教
会
が
、

教
義
的
な

純
粋
性
や
正

統

性
に

拘
泥
す
る

あ
ま

り
、

日

本
に

根
づ

い

た

キ

リ

ス

ト

教
の

あ
り

方
を

模
索
し

て

こ

な
か

っ

た

か

の

よ

う
な

想

定
は

、

社
会
学
的
に

言

っ

て

ま
っ

た

く
根
拠
が

な
い

。

そ

れ
ら

の

諸
教
会

の

現
実
態
に

は
、

当
事
者
た

ち
の

意
識
が

い

か

に

も
あ
れ

、

否
定
の

し

よ

う
も

な

く

　

　
　

　

　
　

　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
りい

「

日

本
的
」

な

性
格
が

滲
み

出
て

い

る

で

あ

ろ

う
。

そ

の

よ

う
に

し

て

現
在
も

曲
が

り
な

り
に

日

本
社
会
に

根
づ
い

て

存
在
し

活
動
を

続
け

て
い

る

大
多
数
の

信
徒
や

教
団
に

焦
点
を

当
て

、

そ

の

彼
ら
が
い

か

に

「

日

本
的
」

で

あ
る

か

を

論
ず
る

こ

と

な

く

し

て
、

「

日

本
的
キ

リ
ス

ト

教
」

の

あ

り

方
を

知
る
こ

と

は

で

き

な
い

。

す
で
に

消

滅
し

た
か

、

消
滅
し

か

か

っ

て
い

る

特
異
な

諸
教
団
に

注
目
し

て
、

そ

れ

ら
が
い

か

に

「

日

本
的
」

で

あ
っ

た

か

を

論
ず
る
の

は
、

あ
た

か

も

「

オ

ウ

ム

真
理
教
」

を
見
て

現
代
日

本
仏
教
の

特
質
を

捉
え

よ

う

と

す

る
よ

う
な

も

の

で

あ
る

。

　

問
題

点
を

明
確
に

す
る

た

め
、

舞
台
設
定
を
ア

メ

リ
カ

へ

と

仮
構
的
に

移
し
て

み

よ

う
。

わ
れ

わ

れ
は
、

一

九

世
紀
以
降
ア

メ

リ

カ

が

非

常
に

特
異
な

キ
リ

ス

ト

教
の

諸
派
を

次
々

と

生
み

だ

し

た
こ

と

を
知
っ

て
い

る
。

「

モ

ル

モ

ン

教
」

、

「

エ

ホ

バ

の

証
人
」

、

「

セ

ヴ

ン

ス

デ
ー
．

ア
ド

ヴ
ェ

ン

テ

ィ

ス

ト
」

、

「

ク

リ
ス

チ
ャ

ン

・

サ

イ
エ

ン

ス
」

な
ど

は
、

一

般
の

キ
リ
ス

ト

教
徒
か

ら

す
れ

ば
す

で

に

十

分
異
質
で

あ
ろ

う
が
、

数
の

上
で

は

今
な
お

相
当
の

勢
力
を

維
持
し
て

お

り
、

そ
こ

に

ア

メ

リ

カ

的
な

土

着
キ

リ
ス

ト

教
の

表

現
を

探

る

こ

と

は

不
可
能
で

は

な
い

。

も

う
少
し

特
異
で

、

す
で

に

存
在
し

な

く
な
っ

た

集
団
は

ど

う
で

あ
ろ

う

か
。

そ

の

中
に

は
、

「

シ
ェ

ー
カ

ー
ズ
」

や
「

オ

ナ

イ

ダ
・

コ

ミ
ュ

ニ

テ

ィ
」

な
ど

の
一

九

世
紀
的
な

教
団

、

そ

れ

に

「

人

民
寺
院
」

や

「

ブ

ラ

ン

チ
・

ダ

ヴ
ィ

デ

（660132
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イ

ア

ン
」

な

ど

の

二

〇

世
紀
的
な

教
団
が

含
ま

れ

る

で

あ
ろ

う
。

こ

れ
ら

は

現
在
で

も

多
少
は

名
前
を

知
ら

れ

て

い

る

教
団
で

あ
る

が
、

さ
ら

に

ま
っ

た

く

無
名
の

特
異
な

信
仰
形
態
を
も
っ

た

小

集
団
と

な

る

と
、

ア

メ

リ

カ

史
に

は

数
え
切
れ

ぬ

ほ

ど

登

場
し

て

は

消

え
て

い

っ

た

は

ず
で

あ

る
。

そ

う
し

た

過
去
の

特
異
な

無
名
の

諸
集
団
を

ま
と

め

て

取
り

上

げ
、

こ

れ

を

『

メ

イ

ド
．

イ
ン

・

ア

メ

リ

カ

の

キ

リ
ス

ト

教
』

と

銘
打
っ

て

論
ず
る
こ

と
が

、

は

た
し

て

キ

リ
ス

ト

教
の

ア

メ

リ

カ

的
な

土
着
化
を
正

当
に

研
究
し

た

こ

と

に

な

る

で

あ
ろ

う
か

。

　
誤
解
の

な
い

よ

う
に

、

念
の

た

め

確
認

を

し
て

お

き

た
い

。

こ

こ

で

の

問
題
は

、

そ

う

し

た

諸
教
団
が

教
義
の

上
で

非
正

統
的
で

あ

る
、

と
い

う
こ

と

で

は

な
い

。

神
学
の

問

題
で

は

な
く

社
会
学
の

問
題
で

あ
る

、

と

言
っ

た

方
が

わ
か

り
や

す

け
れ
ば

そ

う
言
お

う
。

つ

ま

り
、

そ

れ

ら

が

数
の

上
で

圧
倒

的
な

少

数
派
で

あ
り

、

そ

の

多
く
が
一

時
的
に

存
在
し

た

だ

け
で

消
滅
し

て

い

る

か

ら
、

換

言
す

れ
ば

最
終
的
に

は

土
着

化
し

な
か

っ

た
か

ら
、

「

土

着

化
」

の

研

究
対
象
と

し

て

は

不
適
切

だ
、

と

い

う
こ

と

で

あ
る

。

キ

リ
ス

ト

教

の

ア

メ

リ

カ

的
な

土
着
化
表

現
の

特
質
は
、

数
の

上
で

も
存
在

期
間
の

上

で

も

よ

り
　

般
的
な

多
数
派
キ
リ

ス

ト

教
徒
の

中
に

こ

そ

認

め

ら

れ
る

の

で

あ
っ

て
、

と

り

た
て

て

過

去
の

無

名
な

小

集
団
に

求
め

ら

れ

る
べ

き

で

は

な
い

。

こ

う
し

た

特
殊
な

集

団
に

は
、

「

ア

メ

リ
カ

的
」

と

称
さ

れ

る

に

は

あ
ま

り

に

個

的
な

変
数

要
素
が

多
く

介
在
し

て

お

り
、

「

ア

メ

リ

カ

的
」

な

土

着
化
の

性

格
を

抽

出
す

る
に

は

不
適
切
な

研
究
対
象
で

あ
る

。

　
い

っ

そ

う
不
思

議
な

の

は
、

社
会

学
者
で

な

く

と
も

容
易
に

指
摘
で

き

る

は

ず
の

こ

の

齟

齬
を
、

日
本
人

読
者
が
一

向
に

気
に

か

け

る

様
子
が

な
い
、

と
い

う
こ

と

で

あ

る
。

こ

れ

ま

で

公
に

さ

れ

た

書
評
を

見
る

限
り

、

同
書
の

邦
訳
は

出
版

直
後
か

ら

広
範
な

読
者

層

か

ら

旺
盛
な

知

的
好
奇
心
を

も
っ

て

迎
え

ら

れ

て

い

る

が
、

そ
こ

に

提
示

さ

れ

た

「

日

本
的
キ

リ

ス

ト
教
」

理

解
の

奇
妙
な

時
代
錯
誤

　
　

　

　
　

　

　
　

　

だね

に

は

誰
も

言
及
し

て

い

な
い

。

も
し

誰
も

が

容
易
に

気
づ

く

は

ず
の

問
題
が

気
づ

か

れ

な
い

で

い

る

な
ら
ば

、

そ
こ

に

は

わ

れ

わ

れ

の

33 （661）
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理

解
を

阻
む

何
ら
か

の

先
入

見
の

覆
い

が

あ
ら

か

じ

め

掛
け
ら

れ

て

い

る
こ

と

を
疑
う
べ

き

で

あ
ろ

う
。

す
な

わ

ち
、

こ

の

不

可
解
な

研
究
対
象
の

選

択
に

は
、

日

本
の

「

日
本
ら

し

さ
」

を

日

本
の

外
か

ら

見

て

規
定
し

よ

う
と

す
る

「

オ

リ
エ

ン

タ

リ

ズ
ム
」

が

伏
在
し

て
い

る

の

で

は

あ
る
ま

い

か
。

そ

の

巧
ま

ざ

る

設
定
に

、

普
段
は

鋭
敏
な

は

ず
の

日

本
人
批
評
家
た

ち

も、

知
ら
ぬ

間
に

呑
み

込
ま

れ

て

し

ま
っ

て

い

る
の

で

は

な
い

か
。

「

オ

リ
エ

ン

タ
リ
ズ

ム
」

と

は
、

サ
イ

ー

ド
の

定
義
を

引
用
す

る

な

ら
ば

、

「

東
洋
」

と

「

西
洋
」

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　ハ
ヨ

と

さ

れ

る

も

の

と
の

あ
い

だ

に

設
け
ら

れ

た

存
在
論
的

・

認
識
論
的

区
別
に

も
と

つ

く
思
考
様
式
で

あ
る

。

オ

リ
エ

ン

ト

が

非
オ

リ
エ

ン

ト

の

想
像

力
に

よ
っ

て

オ

リ
エ

ン

ト

的
な

も

の

に

仕
立

て

上
げ
ら

れ
て

ゆ

く
、

と

い

う
こ

と

が

オ

リ
エ

ン

タ
リ
ズ

ム

の

力

学
で

あ

る
。

『

メ

イ

ド
・

イ
ン

・

ジ
ャ

パ

ン

の

キ

リ
ス

ト

教
』

は
、

日

本
人
が

自
分
で

は

気
づ

く
こ

と

の
で

き

な
い

日

本
社
会
の

特
質
を

描
き

出
し
て

く

れ

て
い

る
、

と

評
さ

れ

て

い

る

が
、

日

本
が

ど
の

よ

う
な

国
で

あ
る
か

を
、

日
本
の

外
か

ら
の

視
線
に
よ

っ

て

日

本
人
が

確

認
し

よ

う
と

す
る
の

は
、

裏
返
し

に

な
っ

た

オ

リ
エ

ン

タ

リ
ズ

ム

の

心
性
に

他
な
ら

な
い

。

　
実
は

、

そ

の

よ
う
に

見
て

み

る

と
、

同
書
に

は

そ
の

た
め
の

小
道
具
が

ふ

ん

だ

ん

に

ち

り

ば
め

ら

れ
て

い

る

こ

と

が

わ
か

る
。

そ

れ

は
、

随
所
に

掲

載
さ

れ

て

い

る

写
真
で

あ
る

。

古
め
か

し
い

羽
織
袴
や

着
物
の

姿、

瓦
屋
根
の

寺
院

風
の

建
物

、

謹
厳
な
面
も
ち
で

狭

い

集
会

所
に

並
ぶ

男
女
別
の

座
列

、

着
物
姿
で

墓

の

回

り
を

踊
る

女

性
た

ち
の

盆
踊
り

、

半
裸
で

整

然
と

禅
風
の

体
操
を
す
る

男
性
た

ち

の

姿

1
い

か
に

も
エ

キ
ゾ

チ
ッ

ク

で
、

外
国
人
が

見
て

典
型
的
に

日

本
的
で

あ
る

と

感
じ

ら

れ

る
よ

う
な

映
像
ば

か

り
で

あ
る

。

英
語
原

著
の

読
者
は

、

こ

れ
ら

の

写
真
を

見
て

さ

ぞ

満
足
す
る
こ

と

で

あ
ろ

う
。

だ

が

そ

れ

は
、

現

代
の

日

本
と
は

遠
く

離
れ

た
過
去

の

姿
で

あ

る
。

外
国
人
の

目
か

ら

見
て

い

か

に

も

日

本
的
で

あ
る

こ

と

が
、

今
日
の

日

本
人
の

目
か

ら

見
て

そ

う
で

あ
る

と

は

限
ら

な

い
。

エ

キ

ゾ
チ
ズ

ム

を

求
め

る

外
国
か

ら

の

視
線
に

よ
っ

て
、

日

本
の

日

本
ら

し
さ

が

規
定
さ

れ
て

し
ま

う
こ

と

に
、

日

本
人

読
者
は

あ
ま

り

関
心

を
も
た

な

い

よ

う
で

あ
る

。

そ

の

結
果
一

人
歩
き

を

始
め

る
の

は
、

現

在
の

百
万
人
の

日

本
人
キ

リ
ス

ト

教
徒
を

等
閑
に

（662） 34
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付
し

、

過
去
の

例
外
的
な

小

集
団
を

あ
え

て

で

あ
る

。

「

日
本
的
」

に

装
わ

し

め

る
こ

と

で

創
出
さ

れ

た

「

日

本
製
キ

リ
ス

ト

教
」

の

イ

メ

ー

ジ

三

　
文
化
ロ

マ

ン

主
義
と

文
脈
化
の

主
体

　
以
上

が
、

『

メ

イ
ド
・

イ
ン

・

ジ

ャ

パ

ン

の

キ

リ
ス

ト

教
』

に

あ
ら

わ

れ

た

「

日
本
的
キ

リ

ス

ト

教
」

理

解
と

そ

の

受
容
に

見
ら

れ

る

オ

リ
エ

ン

タ

リ

ズ
ム

の

問
題

で

あ
る

。

こ

こ

か

ら
、

今

日
の

文

脈
化

神
学
が

留
意

す
べ

き

点
を

、

特
に

「

対
象
」

の

問
題
と

「

主

体
」

の

問
題

と
い

う
二

点
に

整
理

し

て

抽

出
し

て

お

き

た

い
。

　
ひ
と

つ

は
、

文
脈
化

神
学
の

「

対

象
」

に

か

か
わ

る
問
題
で

あ

る
。

本
稿
冒
頭
で

触
れ

た
ご

と

く
、

ア

ジ

ア

や

日

本
と

い

う

文
脈

を

論
ず
る

際
に

は
、

ま

ず
こ

れ

を

歴
史

的
現

代
に

定
位
す
る

こ

と

が

重

要
で

あ
る

。

実
は

、

こ

の

基

本
的
と

も

言
え

る

作
業
が
、

従
来
の

文

脈
化

論
に

あ
っ

て

は

な
か

な

か

困

難
で

あ
っ

た
。

前
節
に

見
た
ご

と

き

明
白
な

時
代

錯
誤
が

起
き

、

し

か

も
そ

れ

が

大
方
の

鑑

識
眼

を

易
々

と

す

り

抜
け
て

し
ま

う
の

は

な
ぜ

か
。

ポ
ス

ト
モ

ダ
ン

的
な

視
点
か

ら

す

る
と

、

ア
ジ

ア

を

歴
史
的
な

範
疇
で

捉
え
た

り

そ

の

時
代
史

的
な

変
遷
を

論
じ

た

り

す
る

こ

と

が
困

難
で

あ
る

理

由
の
一

端
に

は
、

か
つ

て

の

「

文

化
進

化
論
」

の

残
滓
が

指
摘
さ

れ

よ

う
。

文

化
進
化
論
で

は
、

す
べ

て

の

文
化
は

単

線
的
な
発

展
の

段
階

を

経
て

未
開
か

ら

西
洋
近

代
ま
で

の

進
化
の

過

程
を

辿
る
、

と

考

え

ら

れ

て

い

る
。

非
西

洋
の

文
化
は

、

こ

の

直

線
的
な
パ

タ

ー
ン

の

上
で

、

西
洋
文
化

自
身
の

過
去
を

映
し

出

し
す

も
の

と
見
な

さ

れ

る

の

で

あ
る

。

そ

の

た

め
、

西
洋
の

研
究

者
た

ち
は

、

自
分
た

ち

の

文

化
が

歴
史

的
な

変
遷

の

中
に

あ

る
こ

と

は
認

め
て

も
、

非
西
洋

の

文
化
に

も
過
去
が

あ
る
と

認
め

よ

う
と

は
し

な
い

。

な

ぜ

な

ら
、

非
西

洋
の

文
化
そ

の

も

の

が
、

彼
ら

の

過

去
で

な

け

れ

ば
な

ら

な

　
　
　

　
　（
13）

い

か

ら

で

あ
る

。
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こ

の

点
に

関
し

て
、

ビ

ー

ヴ
ァ

ン

ス

の

文

脈
化
神
学
類
型

論
に

挙
げ
ら

れ

て
い

る

次

の

よ

う
な

事
例
を

紹
介
し

て
お

こ

う
。

　

　
韓
国
の

あ
る

尼
僧
が

、

ク

リ
ス

マ

ス

の

場
景
を
韓
国
ら

し
い

も

の

に

し

た
い

と

考
え

、

昔
な

が

ら

の

韓

国
風
わ
ら

ぶ

き

屋
根
の

小

　

　
屋
を

作
り、

そ

の

中
に

幼
子

イ
エ

ス

を
入

れ

た
。

し

か

し

考
え

た

末
に

、

彼
女
は
こ

れ

を

改
め

、

背
景
を

賑
や

か

な

都
会
に

変

　

　
え

、

妖
し
い

ネ

オ
ン

サ

イ
ン

の

広
告
や

高
層
ビ

ル

が

立
ち

並

ぶ

隙
間
に

、

ボ

ー

ル

紙
を

寄
せ

集
め

た

だ

け

の

風
よ

け

小
屋

を

作

　

　
　
　

　
　
　

　
　
　
　

　
　
ハ
ぬね

　

　
り

、

そ

こ

に

幼
子

を

入

れ

直
し

た
。

最
初
の

場
景
は
、

な

る

ほ

ど

伝
統
的
な

韓
国
文
化
を
あ
ら

わ

し

て

い

よ

う
が

、

そ

の

よ

う

な

風
景
は

現

代
の

韓
国
で

急

速
に

消
失
し
つ

つ

あ
る

。

そ

れ

を

な

お

「

真
正

な
」

韓
国
文
化
の

典
型

的
象
徴
と

思
い

定
め

、

文

脈
化
の

焦
点
を

そ
こ

に

合
わ

せ

る

こ

と

も

で

き

る
。

し

か

し

そ

れ

は
、

現
代
の

韓
国
と

い

う
文
脈
に

は

適
合
し

な
い

ス

テ
ロ

タ

イ
プ

化
な
い

し

戯
画
化
と

な

る

危
険
を
伴
っ

て
い

る
。

土

着

化
の

宛
先
と

な

る

文
化
は

、

歴
史
的
に

固
定
さ

れ
て

は

お

ら

ず、

常
に

変
動
の

中
に

あ

る
。

急

速
に

近
代
化
し

工

業
化
し

都
市
化
す

る

ア
ジ

ア

社
会
は
、

見
方

に

よ
っ

て

は

「

真
正
な
」

伝
統
文
化
が

破
壊
さ

れ

て

ゆ

く

過
程
に

あ
る

と

も

言
え
よ

う
。

レ

ヴ

ィ
冂

ス

ト
ロ

ー

ス

は
、

『

悲
し

き

熱
帯
』

の

邦
訳
新
書
版
に

序
言
を

寄
せ

、

日

本
を

訪
れ
て

隅
田

川
畔
の

風
景
に

接
し

た

時
の

衝
撃
を

語
っ

て
い

る
。

そ
こ

に

は
、

彼
が

北
斎
の

画
集
を
通
し
て

親
し
ん

で

い

た
二

百
年
前
の

美
し
い

光
景

が

消
え

失
せ

、

近
代
化
に

よ
っ

て

も
の

の

み

ご

と

　

　
　
　

　
　
　

　
　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　
　
ま

に

変
容
し
て

し

ま
っ

た

都
市
空

間
が

広
が

っ

て
い

た
か

ら

で

あ
る

。

西
洋
か

ら

の

旅
行

者
に

と

り
、

東
洋
が

東
洋
ら
し

さ

を

維
持
し

て

も
ら

わ

な
け
れ
ば
、

興
味
あ
る

旅
行
先
が

な

く

な
っ

て

し

ま

う
で

あ

ろ

う
。

し

か

し
、

隅
田

川
畔
の

人
々

が
い

つ

ま
で

も
北

斎
の

版
画

の

世
界
に

住
み

続
け
る
こ

と

が
で

き

な
い

の

と

同
じ
よ

う
に

、

韓
国
の

人
々

も

昔
な

が

ら

の

わ

ら
ぶ

き

小
屋
に

住
み

続
け
る

こ

と

は

で

　

　
　
　

　
　
　

　
　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　
　

　
　
　

　
　（
16）

き

な
い

。

ギ

ア
ー

ツ

は
、

文
化
的
差
違
の

消

失
を
嘆
く
こ

の

よ

う

な

態
度
を

「

失

意
の

ロ

マ

ン

主

義
」

と

評
し

た
。

自
国
文

化
の

本
性

的
な

特
徴
を

、

部

外
者
の

勝
手
な

幻
想
で

決
め
つ

け
ら

れ

て

は
、

い

さ

さ

か

迷
惑
で

あ
ろ

う
。

こ

れ

は
、

わ

れ

わ

れ

が

海
外
で

「

日

（664） 36
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文脈化神学の現在

本
」

を

「

チ
ョ

ン

マ

ゲ
」

や

「

ゲ
イ
シ

ャ
」

と
い

っ

た

表

象
で

特
徴
づ

け
ら

れ
た

時
に

感
じ
る

違

和
感
と

同

質
で

あ
る

。

文
脈
化
神
学

は
、

変
化
し

て

や

ま
な
い

文
化
の

動
態
に

即
し

た

も

の

と

な

る

よ

う

に
、

常
に

硬
直
し

た

文
化
理

解
を

警
戒
し

な

け

れ

ば

な

ら

な
い

。

　

い

ま

ひ

と

つ

は
、

「

主
体
」

側
の

問
題
で

あ
る

。

文
脈

化
神
学
の

問
い

は
、

文

化
や

文

脈
化
を

語
る

主

体
は

誰
か

、

と
い

う

問
い

を

内
包
し

て

い

る
。

第
】

の

問
題
に

「

文

化
進

化
論
」

の

背

景
が

あ
る

と

す
れ

ば
、

第
二

の

問
題
に

は

「

声
な

き

者
の

代
弁
者
」

に

関
す

る

ポ
ス

ト
コ

ロ

ニ

ア
ル

批
判
が

あ

り

得
よ

う
。

『

メ

イ

ド
・

イ
ン
・

ジ
ャ

パ

ン

の

キ

リ
ス

ト

教
』

の

著
者
は
、

「

日
本
人
信
者
に

自
分
の

考
え

を

語
ら
せ

る
」

こ

と

を

目
的
と

す

る
、

と

書
き

記
し

て

い

る
（…
m

頁）
。

そ

れ

は
、

正

統
的
キ

リ
ス

ト

教
に

無
視
さ

れ

白
眼

視
さ

れ

黙
殺
さ

れ
て

い

る

人
々

に
、

声
を

与
え

、

み

ず
か

ら

主
体
と

し

て

語
ら

し

め

る
、

と

い

う
「

救

済
者
」

の

役
回
り

で

あ

る
。

こ

こ

に

は
、

「

正

統
と

異
端
」

と

い

う
疑

似
神
学
的
な

想
定
が

作
用
し

て
い

る
。

第
三

世
界
の

宗
教
的
マ

イ
ノ

リ

テ

ィ

で

あ
る

キ

リ

ス

ト

教
閉

鎖
社
会
の

中
で
、

自
分
自
身
抑
圧
さ

れ

て

い

る

者
た

ち
が

、

内
部
の

弱
小
集
団
に

さ

ら

な

る

抑
圧
を

加
え
て

い

る
。

そ

の

二

重

に

抑
圧

さ

れ
た

人
々

を
、

外
か

ら

や
っ

て

き

た

白
人
の

研
究
者
が

救
い

出
し

、

声
な

き

者
に

声
を

与
え
る

　

こ

れ
が

、

同
書
の

描
き

出
す
パ

ラ

ダ
イ

ム

で

あ

る
。

も

ち

ろ

ん
、

著
者
が

は

じ

め

か

ら

そ

の

よ

う

な

意
図
を

も
っ

て

執

筆
に

あ

た
っ

た

と

い

う
わ

け

で

は

万

あ
る

ま

い
。

だ

が
、

今
日

の

先
鋭
化
さ

れ

た

文
脈
化
論
の

前
で
は

、

こ

の

よ

う
な

批
判
を

招
く

こ

と

が

な
い

よ

う、

文

化
的
「

主
体
」

の

所
在

を

め

ぐ

る

議
論
に

十
分
な

配
慮
を

払
っ

て

お

く
こ

と

が

求
め

ら

れ

る
。

　

ガ

ヤ

ト

リ
・

ス

ピ

ヴ
ァ

ク

は
、

イ

ギ
リ
ス

植
民
地
政
府
が
一

八
二

九
年
に

イ
ン

ド

の

寡
婦
殉
死

（

サ

テ

ィ

ー
）

の

慣
習
を
禁
止
し

た

　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
〔
17）

こ

と

を
、

「

白
人
の

男
性
た

ち

が

茶
色
い

女

性
た

ち

を

茶
色
い

男
性
た

ち
か

ら

救
い

出
し

て

い

る
」

と

表

現
し

た
。

彼

女
の

定
義
で

は
、

「

サ
バ

ル

タ
ン

」

は

特
定
の

階
層
や

人
種
や
地

位
と

し
て

実
体
化
さ

れ

る
べ

き

も

の

で

は

な

く
、

「

み

ず
か

ら

を

語
る

こ

と

の

で

き

な

い

者
」

の

総
称
で

あ
る

。

そ
の

人
々

の

声
な
き

声
を

代
弁
す
る
こ

と

は
、

彼
ら
に

発
言
権
を

与
え

る

か

に

見

え
て

、

実
は

代
弁
者
の

さ

37 （665）
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ら

な

る

支

配
と

隠
蔽
の

構
造
を
再
生

産

し

て

し

ま

う
。

だ

か

ら

サ
バ

ル

タ
ン

は

い

つ

ま

で

も

語
る
こ

と

が

で

き

な
い

の

で

あ
る

。

「

日

本
的
キ

リ
ス

ト

教
」

の

理
解
に

際
し

て

も
、

同
様
の

構
造
が

生
じ

得
る

。

「

従
来
の

キ

リ
ス

ト

教
研
究
か

ら

は

排
除
さ

れ

が

ち

だ
っ

た

教
団
」

を

主
た

る

分
析
対
象
と

す

る
こ

と

は
、

か

な

ら

ず
し

も

「

正

統
か

異
端
か

と
い

う

よ

う
な

神
学
的

議
論
」

か
ら

距
離
を

お

く
こ

と

に

は
な

ら

な
い

。

む

し

ろ

そ

れ

は
、

「

正

統
と

異
端
」

と
い

う
通

俗
的
な

区
別
を

そ

の

ま

ま

踏
襲
し
、

同
じ

ス

ペ

ク

ト

ル

の

別
の

部

分
を

選
択
す
る
と

い

う

結
果
に

終
わ

る

だ

け

で

あ
る

。

こ

の

表
象
の

意
図
的
な

対
比
は

、

迫

害
や

抑
圧
と
い

う
意

味
空

間
へ

と

浸

出

し
、

〈

研
究
者
11

声
の

賦
与
者
冂

救
済
者
〉

と
い

う
パ

ラ

ダ

イ
ム

を

再
生

産
し

て

し

ま

う
。

ス

ピ

ヴ
ァ

ク

は
、

語
る

こ

と

の

で

き

な
い

サ
バ

ル

タ

ン

の

女
性
た

ち

に

声
を

与
え

る
、

と
い

う
不
可
能
と

も

思
わ

れ

る

み

ず
か

ら

の

試
み

の

遂
行
に

際
し

て
、

「

フ

ロ

イ

ト

が

ヒ

ス

テ

リ
ー

患
者
に

声
を

あ
た

え
、

彼
女
を
ヒ

ス

テ

リ

ー

の

主

体
に

変
え
」

た

よ

う

な

仕

儀
に

陥
ら

な
い

よ

う
に
、

と
い

う

自
戒
を
記
し

　
　

　
　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　
　

　
　
　

　
　ハ
　ソ

て
い

る
が

、

こ

の

よ

う
な

自
戒
は

今
日

の

文

脈
化
を

論
じ

よ

う

と

す
る

者
す
べ

て

に

不

可
欠
で

あ
る

。

　
「

主

体
」

に

関
す
る

問
い

は
、

文
脈
化
神
学
の

今
日

的
な

課
題
か

ら

す
る

と
、

研
究
対
象
へ

の

接
近
方
法
に

も

再
考
を

促
さ

ず
に

は

お

か

な
い

。

「

書
く

者
」

と

「

書
か

れ
る

者
」

、

「

研
究
す

る

者
」

と

「

研
究
さ

れ

る

者
」

と

い

う

従
来
の

対
比

構
造
に

対
す

る

ポ

ス

ト

コ

ロ

ニ

ア

ル

的
な

批
判
は
、

非
関
与
的
な

観
察
者
の

立

場
を

強
調
す
る

社
会

学
の

手
法
に

対
す

る

疑
義
へ

と

転
じ

て

ゆ

く
。

例
え
ば
、

「

キ

リ
ス

ト

教
」

の

日
本
文
化
へ

の

土

着
化
を

論
じ

よ

う
と

す

る

際
に

、

そ

の

当

事
者
で

あ
る

「

キ
リ

ス

ト

者
」

の

研
究
を
い

ず
れ

も

「

神
学
的
で

あ
る

」

と

い

う

理

由
で

斥
け

る

な
ら

ば
、

「

研
究
す

る

者
」

と

「

さ

れ

る

者
」

と

の

対
比

構
造
は

手
つ

か

ず
の

ま

ま

残
置

さ

れ
て

し

ま

う
。

少
な

く
と

も
、

「

キ

リ
ス

ト

者
」

の

「

キ

リ
ス

ト

教
」

研
究
が

不
可
避
的
に

有
害
無
用
な

価
値
判
断
を

紛
れ

込
ま

せ

た

「

神
学
的
」

議
論
に

帰
着
す

る
と

い

う

危

惧
は

、

即
事
的

な

再
検
証
を

要
す
る
で

あ
ろ
う

。

と

り
わ

け
、

そ

れ

を

斥
け
た

後
に

研
究

者
が

み

ず
か

ら

を

代
弁
者
に

任
ず
る

場
合
に

は
、

そ

の

代
弁
を

不

当
と

す
る

当
事
者
か

ら

の

異
議
申
し

立
て

の

前
に
、

困
難
な

弁
明
を
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強
い

ら
れ

る
こ

と

に

な
ろ

う
。

も
し

そ

れ

が
、

ロ

マ

ン

主
義
的
な

他
者
幻

想
に

基
づ

く
あ

か

ら

さ

ま
に

時
代
錯
誤
的
な
対
象

像
で

あ
れ

ば
、

当
事
者
の

異
議
申
し

立

て

は

む

し

ろ

責

任
範
囲
の
一

部
と

し

て

当
然
な
さ

れ
て

し
か

る
べ

き

も
の

と

な
る

。

こ

こ

に

あ

ら
わ

れ
て

い

る

「

当

事
者
」

性
の

資
格
問
題
は

、

次
段
に

見
る

ご

と

く、

文
脈
化

神
学
の

大
枠
を
規
定
す

る

要

点
の

ひ

と

つ

で

あ
る

。

四

　
ア

ジ

ア

神
学
の

「

ア

ジ

ア
」

性

　
ア

ジ
ア

神
学
が

「

日

本
的
キ

リ
ス

ト

教
」

の

「

日

本

性
」

に

敏
感
で

あ

ら

ざ

る

を

得
な

い

の

は
、

ア

ジ

ア

神
学
も
ま

た
、

自
己

の

「

ア

ジ

ア
」

性
と

は

何
か

、

と

い

う

問
い

を

常
に

反
省
し

続
け
て

い

る
か

ら
で

あ
る

。

は

じ

め

に

記
し

た

よ
う

に
、

ア

ジ

ア

神
学
は

文

脈
化
神
学
の
一

つ

と

し
て

出
発
し

た

が
、

そ

の

「

地

域
性
」

の

ア

イ

デ
ン

テ

ィ

テ

ィ

は

そ

の

ま

ま

キ

リ

ス

ト

教
史
に

お

け

る

「

歴

史

性
」

の

ア

イ

デ
ン

テ
ィ

テ

ィ

へ

と

翻
案
さ

れ

て
い

っ

た
。

そ

れ

は
、

ア

ジ

ア
と

い

う

歴
史
的
地
理
が
二

千
年
の

キ
リ

ス

ト

教
史
に

占
め

る

先
端
的
な

位
置
の

ゆ
え

で

あ
る

。

こ

の

先

端
性
の

た

め

に
、

ア

ジ

ア

神
学
に

お

い

て

は

他
の

「

地
域
的
」

神
学
に

は

な
い

歴
史
へ

の

先
鋭
な

問
題
意

識
が

育
ま

れ
つ

つ

あ

る
。

本
節
で

は
、

未
だ

輪
郭
の

は
っ

き

り

し

な
い

こ

の

新
し
い

神
学
の

課
題
に

つ

い

て
、

前
節
に

見
た

文
脈

化
の

「

対
象
」

や

「

主
体
」

の

議
論
に

平
仄
を

合
わ
せ

つ

つ
、

い

ま

少
し

内
容

的
な

説
明
を

試
み

て

お

き

た
い

。

　
か

つ

て

日

本
の

神
学
者
た

ち

の

間
で

交
わ

さ

れ

た

議
論
の
〕

つ

に
、

「

日

本
的
神

学
」

か

「

日

本
の

神

学
」

か
、

と
い

う
も
の

が

あ

る
。

「

日

本
的
神
学
」

q
穹
四
⇒
Φ
ω

 

→
げ
Φ
o
一

〇
αq
《
）

は
、

神
学
を

日

本
的
に

す

る
、

つ

ま

り

「

日

本
」

を

属
格
と

し

て

形
容
詞
的
に

用
い

る

も

の

で

あ
っ

て
、

儒
教
と

の

習
合
を
図
っ

た

明
治
期
の

キ

リ
ス

ト

教
神
学、

戦
時

下
に

国
家
神
道
と

の

融

合
を

図
っ

た

大
政
翼
賛
的

な

キ

リ
ス

ト

教
神
学

、

あ
る

い

は

歌

舞
伎
の

「

つ

ら

さ
」

概
念
を

取
り

入
れ
て

世
界

的
に

知
ら

れ

る

よ

う

に

な
っ

た

北
森
嘉
蔵
の

『

神

の

痛
み

の

神
学
』

な

ど

を

そ

の

先
例
と

す

る
。

こ

れ

に

対
し

て
、

「

日

本
の

神

学
」

（

日

冨
o
一

〇
ゆq
《

oh

富

冨
昌
）

は
、

「

日

本
」

を

対

象

39 （667）
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（
19）

と

し

て

目
的
格
的
に

扱
い

、

日
本
を
「

ト

ー

タ
ル

か

つ

ラ

デ

ィ

カ

ル

に

対
象

化
す
る
」

と

い

う
意
気
込

み

を

あ

ら

わ

し

て

い

る
。

こ

の

区
別
か

ら
す
れ

ば
、

こ

れ

ま

で

な
さ

れ

た

多
く

の

試
み
は

す
べ

て

「

日

本
的

神
学
」

の

部
類
に

属
す
る
こ

と

に

な

ろ

う
。

　
で

は
、

そ

う
で

な
い

方
の

対
格
的
な

「

日
本
の

神
学
」

は

ど

の

よ

う
に

し
て

可
能
か

。

普
遍
性
や

規
範
性
に

懐
疑
を

抱
く
ポ

ス

ト
モ

ダ
ン

の

文

化
理

論
か

ら

す

れ

ば
、

あ
る

文
化
を

「

ト

ー

タ
ル

か

つ

ラ

デ
ィ

カ
ル

に

対
象
化
す
る
」

と
い

う

目
論
見
は

、

は

じ

め

か

ら

克

服
し
が

た
い

困
難
を
抱
え
て

い

る
と

言
わ

れ
る

か

も

し

れ
な

い
。

韓
国
に

お

け

る

文
脈
化
や
土
着
化
を

論
ず
る

場

合
に

も
、

そ

の

対

象

と

な

る

「

韓
国
文

化
」

は

け
っ

し

て
一

枚
岩
で

は

な
い

。

そ
こ

に

は
、

宗
教
的
な

文

脈
だ

け

を

取
り

上
げ
て

も
、

道
教

、

儒
教、

仏

教、

シ

ャ

ー
マ

ニ

ズ

ム

な
ど

が

互
い

に

絡
み

合
い

影
響
を

与
え
つ

つ

重

層
的
に

存
在
し
て

い

る
。

フ
ェ

ミ

ニ

ス

ト

的
な

問
題
構
制
か

ら

す
れ

ば
、

男
性
中
心
的
な

儒
教
に

焦
点
を
当
て

る

の

と
、

女

性
中
心

的
な

道
教
に

焦
点
を

当
て

る

の

と
で

は
、

文

脈
化
の

結
果
す

る

と

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
（
20）

こ

ろ

は

大
き

く

異
な
る
で

あ
ろ

う
。

こ

れ
に

政
治
や

経
済
の

構
造
と

い

っ

た

宗
教
以
外
の

文
脈
を

考
え

合
わ
せ

る

な

ら
ば

、

こ

の

重

層

性
は

さ

ら

に

複
雑
さ

を

増
す
こ

と

に

な

る
。

問
題
は

も

は

や
、

「

文
脈
化
か

否
か
」

で

は
な

く、

「

ど

の

よ

う

な

文
脈

化
か
」

な

の

で

あ

る
。

本
稿
が

確
認
し
た

よ

う
に

、

文
化
は

常
に

変
動
の

中
に

あ

り
、

明
快
な

外
部
境
界
を

も
つ

閉
鎖
的
な

統
一

体
で

は

な

く
、

そ

の

内

部
は

均
質
で

も

整

合
的
で

も

な
い

。

文

脈
化
神

学
に

は
、

日

本
の

キ

リ

ス

ト

教
受
容
史
を

再
検
討
す
る

こ

と

や
、

カ
ル

チ
ュ

ラ
ル

・

ス

タ

デ
ィ

ー

ズ
と

し

て

の

日

本
学
や

日

本
研
究
を

キ
リ

ス

ト

教
的
な

価
値
観
で

切
り
取
る
こ

と

だ

け
で

は

な

く
、

そ

れ

ら

の

前
提
と

な
っ

て

い

る

従
来
の

神
学
的
な

常

識
を

問
い

直
す

よ

う
な

発
見
的
作
業
が

必
要
で

あ
る

。

　
ひ

る

が

え
っ

て
、

「

ア
ジ

ア

神
学
」

の

場
合
は

ど

う
か

。

「

ア

ジ

ア
」

と
い

う
一

見
自
明
な

単
位
は

、

大
方
が

合
意
で

き
る

よ

う

な

地

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　
　
（
21）

理
上
の

輪
郭
す
ら

描
か

れ

て

は

お

ら

ず
、

文
化
の

あ
ら

ゆ

る

局
面
に

わ

た
っ

て

圧

倒
的
な

多
様
性
に

満
ち

て

い

る
。

「

日

本
の

神

学
」

に

お

け

る

「

属
格
」

か

「

対

格
」

か

の

対
比

論
は

、

「

ア
ジ

ア

神
学
」

に

あ
っ

て

は

い

っ

そ

う

複
雑
に

な

る
。

そ
こ

で

は
、

こ

の

文
法
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二

格
に

加
え

て
、

さ

ら
に

「

主

格
」

や

「

与
格
」

に

つ

い

て

も

論
ず
る

必
要
が

あ
る
か

ら

で

あ
る

。

す

な

わ

ち
、

ア
ジ

ア

神
学
の

「

主

体
」

は

誰
か

。

そ

し

て

そ

れ

は

「

誰
の

た

め

の
」

神

学
か

。

「

日

本
の

神
学
」

で

は
、

そ

の

語
り

手
と

聞
き

手
が
日

本
人
神

学
者
で

あ

る
こ

と

は

暗
黙
裡
に

了
解
さ

れ

て

お

り
、

少
な

く
と

も

表
立
っ

た

議
論
の

対
象
と

は
な

っ

て

い

な

い
。

だ
が

「

ア

ジ
ア

神
学
」

で

は
、

そ

も

そ

も

誰
が

そ

れ

を

論
ず
る

資
格
を
も
つ

か
、

そ

し

て

そ

れ

は

誰
に

向
け
て

語
ら

れ

る

神

学
か

、

と
い

う

点
が

よ

り

重
要
に

な
る

。

　
一

方
の

「

主
格
」

に

つ

い

て

問
う

な

ら

ば
、

こ

の

場
合
の

「

ア

ジ

ア

人
」

と

は
、

具
体
的
に

は

何
を

も
っ

て

定
義
さ

れ

る
の

か
。

生

ま

れ

か
、

育
ち

か
、

人
種
か
、

血
か

、

父

母
の

出
自
か

、

第
一

母
語
か

、

国
籍
か
、

は

た

ま
た

本

人
の

帰

属
意

識
次
第
で

自
由
に

な

る

も

の

か
。

こ

れ

は

用
語
や

定
義
の

問
題
で

は

な

く
、

さ

き

に

見
た

よ

う
な

文
脈
化
の

「

主
体

性
」

や

「

当

事

者
資
格
」

を

め

ぐ

る

問
い

で

あ

る
。

わ

れ

わ

れ

は
、

自
分
が

属
し
て

い

る

文
化
以

外
の

文
化
に

神
学
を

「

文
脈
化
」

す
る
こ

と

が

で

き

る

の

で

あ

ろ

う
か

。

そ

し

て
、

あ
る

文
化
に

「

属
し

て

い

る
」

あ
る
い

は

「

部

外
者
で

あ

る
」

と

い

う

場

合
の

判
断

基
準
は

何
か

。

そ

こ

で

の

「

代

弁
性
」

や

「

代
表
性
」

は

ど

の

よ
う

に

正

当
化
さ

れ

得
る

の

か
。

こ

れ

は
、

白
人
が

黒
人

神
学
を

論
ず
る
こ

と

が

で

き

る

の

か
、

あ
る
い

は

男
性

は
フ

ェ

ミ
ニ

ス

ト

神
学
を

論
ず
る

こ

と

が

で

き

る
の

か
、

と
い

う

問
い

に

も

通
底
し

て

い

る
。

初

期
の

文
脈
化

神
学
で

は
、

植
民
地
主

義
へ

の

反
感
か

ら
、

こ

う

し
た

問
い

に

は
一

貫
し
て

否

定
的
な

答
え

が
返
さ

れ
て

き
た

。

こ

れ
ま

で

西

洋
か

ら

送
ら

れ
て

き
た

宣
教
師

た

ち

の

活
動
に

は
、

各
地
の

文

化
的
な

固
有
性
へ

の

配
慮
や

尊
重
に

欠
け
る

事

例
が

お

そ

ら
く

多
々

見
い

だ

さ

れ

た
こ

と

で

あ
ろ

う
。

だ

が
、

ポ

ス

ト
コ

ロ

ニ

ア

ル

時

代
の

文
脈

化

神
学
は
、

宣

教
師
批
判
だ

け
で

議
論
を
終
わ
り
に

し

て

し

ま

う
わ

け
に

は

ゆ

か

な
い

。

ア

ジ

ァ

に

生
ま

れ

育
ち

、

そ

の

伝

統
や

慣
習
を

空

気
の

よ

う

に

呼
吸
し
つ

つ

暮
ら

し

て

い

る

者
が

、

自
動
的
に

文
化
の

主

体
と

な

り

得
る

わ

け

で

も

な

か

ろ

う
。

植
民
地

支
配
の

終
焉
は

、

元
植
民
地
の

内
部
に

支
配
と

被
支
配
の

構
造
を

複
製
す
る

こ

と

に

よ
っ

て

乗
り

越
え

ら

れ

る
こ

と
が

多
い

。

第
三

世

界
の

知
識
人
は
、

し

ば
し

ば

西
洋
的
な

教
育
を

受
け
て

自
国
の

知

的
な

特
権

階
級
を

構
成
す
る

の

で

あ

41 ｛669）
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（
22）る

。

そ
の

彼
ら

と
、

当
該
文
化
に

対
す

る

高
い

共
感
能
力
と

深
い

経
験
的
知
識
を

も
つ

外
来
者
と

で

は
、

い

っ

た
い

ど

ち

ら
が

文

脈

化

の

主
体
と

し
て

よ

り
ふ

さ

わ
し

い

の

か
。

あ
る
い

は
、

西
洋
か

ら

で

は

な
く
同
じ

ア

ジ

ア

の

内
部
か

ら

来
る

者
な

ら

ば
、

文
脈
化
の

主

体
た

り

得
る
の

か
。

タ

イ
へ

派
遣
さ

れ

た

日

本
人
宣
教
師
小
山
晃
佑
が

「

ア

ジ

ア

人
」

で

あ
る
こ

と

は
、

日

本
と

タ

イ
と

の

文
化
的
な

違
い

か

ら
し
て

、

さ

ほ

ど

大
き

な

助
け

に

は

な
ら

な
い

は

ず
で

あ
る

。

だ

が
、

タ

イ
文

化
の

十
分
な

理

解

者
と

し

て
、

そ
の

経
験
と

知

識
か

ら

発
せ

ら

れ
た

彼
の

「

水
牛
神
学
」

や

「

時
速
三
マ

イ
ル

の

神
」

と

い

っ

た

キ

ャ

ッ

チ
フ

レ

ー
ズ

は
、

時
に

ロ

マ

ン

主

義
的
な

幻

　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　
　

　
　
　

　
　
　

　

ロ
お　

想
に

足
を
す
く
わ
れ
る

こ

と

も

あ

る

が
、

な
お

ス

テ

ロ

タ

イ

プ

化
の

危
険
を

凌
ぐ

意
義
を

有
し
て
い

る
よ

う
に

も
思
わ
れ
る

。

　

他
方
そ
の

小
山
は
、

ア

ジ

ア

神
学
が

「

誰
の

た

め

の
」

神
学
か
、

と
い

う
「

与
格
」

の

問
い

に

つ

い

て

も
、

あ
る

箇
所
で

単
純
明
快

　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　
　

　
　
　

　
　（
24）

な

答
え
を
与
え

て

い

る
。

彼
に

よ

れ

ば
、

そ

れ
は

「

母
国
語
と

し

て

ア

ジ
ア

の

言
葉
を

話
す

人
々
」

の

神
学
で

あ
る

。

し

か

し
、

で

は

「

ア

ジ

ア
の

言
葉
」

と

は

何
か

、

と
い

う
問
い

を
措
く
と

し

て

も
、

こ

の

定
義
か

ら

は

別
種
の

問
い

が

生
じ

て

し

ま

う
。

実
は
、

そ

う

言
う
小
山
自
身
が

母
語
で

あ
る

日

本
語
で

は

ま
っ

た

く
書
か

ず、

母
語
を

共
有
す

る

日

本
人
に

は
ほ

と

ん

ど

読
ま

れ
て

い

な
い

か

ら

で

あ
る

。

彼
ば
か

り

で

は

な
い

。

ア

ジ
ア

神
学
の

ほ

と

ん

ど

が
、

発
言
者
の

母
語
で

は

な
い

英

語
で

書
か

れ
、

読
ま

れ
、

論
じ

ら

れ

て

い

る
。

ア

ジ

ア

人

相
互
の

問
で

議
論
や

批
判
や

検
証
や

学
習
を

重

ね

る

た

め

に

は
、

た

し
か

に

そ
れ
も
や

む

を

得
な
い

で

あ

ろ

う
。

英
語

は
、

ア

ジ

ア
人
の

間
で

は

も
っ

と

も

使
い

や

す
い

共
通
語
だ

か

ら

で

あ
る

。

だ

が
、

伝
達
の

手
段
は

、

伝
達
さ

れ

る

べ

き

内

容
と

そ

の

受
け

手
を
不
可
避
的
に

規
定
し

制
約
せ

ず
に

は

お

か

な
い

。

タ

ラ
ル

・

ア

サ

ド

に

よ

れ

ば
、

第
三

世
界
の

言
語
は

、

政
治
経

済
的
な

力

関
係
に

よ

り
、

西
洋
の

言
語
（

特
に

英
語
）

に

対
し

て

「

弱
い

立

場
」

に

置
か

れ

て

い

る
。

言
語
の

政
治
学
は

、

需
要
の

あ
る

知

識
と

　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　
　

　
　
　

　
　

〔
25）

そ

の

流
通
に

必
要
な

言
語
と

の

不
均
衡
か

ら
、

第
三

世
界
の

言
語
に

不
当
な

変
形
の

圧

力
を
加
え
て

し

ま

う

の

で

あ
る

。

英

語
で

論
じ

ら

れ

る

ア
ジ

ア

神
学
の

議

論
に

参
加
し

、

そ

こ

か

ら

裨
益

す

る

こ

と

が
で

き

る

の

は
、

い

っ

た
い

ど

の

よ

う

な

人
々

か
。

た

と
い

そ

の
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背
後
に

各
母
語
に

よ

る

議

論
の

蓄
積
が

あ
る

と

し

て

も
、

「

ア

ジ

ア

の

キ

リ

ス

ト

教

徒
の

自
覚
的
な

反
省
作

業
」

と

し

て

の

ア

ジ

ァ

神

学
か

ら

は
、

相
当
数
の

該

当
者
が

除
外
さ

れ

る

こ

と

に

な

ろ

う
。

ア

ジ

ア

神
学
は

、

「

与
格
」

の

点
で

は

容

易
に

解
き

難
い

ア

ポ

リ

ァ

を

抱
え
て

い

る
、

と

言
わ
ざ
る

を

得
な
い

。

少
な

く
と

も
、

そ

の

こ

と

に

無
自
覚
な

ま

ま

で

ア

ジ

ア

神
学
に

携
わ

る

こ

と

は

で

き

な

い
。

　

す

で

に

見
た

よ

う
に

、

ア

ジ

ア

人
が

ア

ジ

ア
に

つ

い

て

論
じ

よ
う
と

す

る

場
合
に

は
、

西

洋
と

の

画
然
と

し

た

区
別
を
立

て

よ

う
と

す
る

力
学
が

は

た

ら

く
。

台
湾
出
身
の
C
・

S
・

ソ

ン

は

そ
の
一

例
で

あ

る
。

彼
の

ア
ジ

ア

神
学
は
、

一

見
し
た
と

こ

ろ

き

わ

め

て

率

直
な

ア

ジ

ア

的
性
格
の

自
己

表
出
で

あ
る

か

に

見
え
な

が

ら
、

内
容
を
丁

寧
に

検
証
し
て

み

る

と
、

そ
こ

に

は

西

洋
近

代
の

啓
蒙
主
義

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
　
　
（
26）

思
想
が

く
っ

き

り
と

浮

か

び

上

が

る
。

ア
ジ

ア
の

独
自

性
は

、

西
洋
か

ら

見
た

東
洋
趣
味
を

ア

ジ

ア

人
が

裏
返
し
に

取
り

入

れ

る

こ

と

で

表
現
さ

れ

る

も

の

で

あ
っ

て

は

な

ら
な
い

。

今
日

ア
ジ

ア
の

「

ア
ジ

ア

性
」

を

特
定
す
る

作
業
は
、

オ

リ
エ

ン

タ

リ
ズ

ム

の

陥
穽
を

自
覚
的
に

避
け
つ

つ

慎
重
に

行
わ

れ

な
け
れ

ば

な

ら

な
い

の

で

あ
る

。

　

こ

れ
ら

マ
王

格
」

と

「

与
格
」

の

議
論
は

今
後
の

発
展
に

委
ね

る

と

し

て

も
、

「

日

本
の

神
学
」

が

す

で

に

提
出
し

て

い

る

「

属
格

か

対

格
か
」

と
い

う
さ

き

の

問
い

か

け
に

は
、

こ

こ

で
一

応
の

答
え

を

出
し

て

お

か

ね

ば

な

る

ま

い
。

は
た

し
て

ア

ジ

ア

神
学
は

、

「

属
格
的
神
学
」

の

新
し

い

変
奏
で

あ
る
の

か
。

キ

リ
ス

ト

教
に

日

本
的
な

装
い

を

ま
と

わ

せ

る

意
図
的
な

努
力
と

し

て

の

「

日

本
的

神
学
」

は
、

過
去
の

実
例
を

見
る

限
り

、

ま

た

『

メ

イ
ド
・

イ
ン

・

ジ
ャ

パ

ン

の

キ

リ
ス

ト

教
』

を

素
直
に

読
む

限
り

、

成
功
の

見
込

み
が

大
き

く
な
い

。

晩
年
の

バ

ル

ト

が
北

森
の

『

神
の

痛
み
の

神
学
』

に

つ

い

て

記
し
た

疑
義
を

読
む

な

ら

ば
、

そ

の

神
学
的
な

理

由

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
（
27）

は

す

ぐ
に

解
さ

れ
る

で

あ
ろ

う
。

で

は
、

ア

ジ

ア

神
学
は

、

ア
ジ

ア

を
研
究
対
象
と

す
る

新
た

な

「

対
格
的
神
学
」

な

の

か
。

ア
ジ

ア

神
学

者
の

中
に

は
、

「

ア

ジ
ア
」

の

多
様
性
に

関
す
る

ポ
ス

ト

モ

ダ
ン

的
な

留
保
を

つ

け

た

上

で
、

み

ず
か

ら

の

課
題

設
定
を

そ

の

よ

43 〔671｝

N 工工
一Eleotronlo 　Llbrary 　



Japanese Association for Religious Studies

NII-Electronic Library Service

Japanese 　Assoolatlon 　for 　Rellglous 　Studles

う
に

解
す

る

者
も

あ
る

か

も

し

れ

な
い

。

だ

が
、

本
稿
が

問
う
て

き

た

と
こ

ろ

か

ら

す

る

と
、

ア
ジ

ア

神
学
の

最
終
的

な

主
題
は

、

ア

ジ

ア

そ

の

も

の

を

よ

り
よ

く
知
る

た

め

の

「

ア

ジ

ア

研
究
」

で

は
な
い

よ

う
に

思
わ
れ

る
。

　
あ
え
て

こ

の

文
法

格
の

類
比

を

続
け
る
な

ら

ば
、

ア

ジ

ア

神
学
は

、

ア

ジ

ア

「

か

ら
」

神
学
を

再
考
す

る

「

奪
格
的

神
学
」

で

あ

る
。

そ
れ

も
、

「

神
学
か

ら

ア

ジ

ア

を
」

問
う
の

が

「

対
格
的

神
学
」

で

あ
る

な
ら

ば
、

「

奪
格
的
神
学
」

は

逆
に

「

ア

ジ

ア

か

ら

神
学

を
」

問
う

、

と

言
っ

た
方
が

よ

い

か

も

し

れ

な
い

。

あ
る
い

は
、

手
段
と

し

て

の

奪
格
を

強
調
し

て
、

「

ア
ジ

ア

に

よ
っ

て

神
学
を

問

う
」

と

言
う
こ

と

も

で

き
る

。

ア
ジ

ア

神
学
は

、

ア
ジ

ア

論
の
一

部
で

は

な

く
、

あ

く
ま

で

も

神
学
の
一

部
で

あ
る

。

そ

れ

は
、

キ

リ

ス

ト

教
が

ア

ジ
ア

と
い

う

時
代
史
的
な

文
脈
に

出
会
う
こ

と

に

よ
っ

て

は
じ

め

て

意
識
化
さ
れ

る

よ

う

に

な
っ

た

問
い

を

も
っ

て
、

神

学
の

基

本
的
な

構
造
に

迫
り

直
そ

う
と

す
る

努
力
で

あ

る
。

従
来
の

神
学
が

長
年
の

慣
行
か

ち

そ

れ

と

知
ら

ぬ

間
に

身
に

つ

け

て

し

ま

っ

て

い

る
い

く
つ

も

の

基

本
的
な

前
提
を
洗
い

出
し
、

そ

れ

を

主
題
化
し
て

検
証
に

付
す
た
め

の

問
い

を

ア

ジ

ア
か

ら

起
発
せ

し

め

る

神
学
で

あ

る
。

　

本
稿
で

こ

の

「

奪
格
的
神
学
」

の

具
体
例
を
詳
述
す

る

こ

と

は

で

き
な
い

が
、

例
え

ば

冒
頭
に

触
れ
た

三

位
一

体
論
の

再
解
釈
は

、

そ
の

典
型

例
で

あ

る

と

言
え
よ

う
。

ジ
ュ

ン

・

ユ

ン

・

リ

ー

の

『

ア

ジ
ア

的
視
点
か

ら

の

三

位
｝

体
論
』

は
、

ギ
リ
シ

ア

的
存
在
論
の

概
念
に

代
え
て

、

古

代
中
国
の

陰
陽
論
か

ら

採
ら

れ

た

概
念
を

用
い

て

三

位
格
と

そ

の

相
互

秩
序
を

説

明
す
る

意
欲
的
な

試
み

で

あ

（
28）る

。

「

陰
と

陽
」

と
い

う
二

原
理

は
、

一

見
し

た

と
こ

ろ

「

父
・

子
・

聖

霊
」

と

い

う
三

要
素
の

説
明
に

は

数
が

足
り
な

い

よ

う

に

思

わ

れ

る
。

だ

が
、

そ

の

視

点
か
ら

三

位
冖

体
論
の

歴
史
を
読
み

直
し

て

み

る

と
、

実
は

従
来
の

伝
統
に

お

い

て

も
三

位
格
は

二

要
素
と

そ
の

「

絆
」

と

し

て

構
想
さ

れ
て

き

た

こ

と

が

明
ら
か

と

な

る
。

陰
陽
論
に

よ

る
三

位
一

体
論
は

、

位
格
間
の

ヒ

エ

ラ
ル

キ

ー

に

新
た

な

相
互

浸
透

性
を

見
い

だ

す

契
機
に

も

な
る

が
、

別
の

面
で

は

ア

ジ

ア

的
な
上

下
意
識
や
ジ
ェ

ン

ダ
i
理

解
を

神
格
化
し
て

し

ま

う
危
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険
も
は

ら
ん
で
い

る
。

い

ず

れ
に

も
せ

よ
、

ア

ジ

ア

的
な
三

位
一

体
論
の

功
績
は

、

こ

う
し

た

個
別
的
議
論
の

成
否
や

巧
拙
を
越
え
た

と

こ

ろ
に

見
い

だ

さ
れ

る
べ

き
で

あ
る

。

そ

れ
は

、

従

来
の

キ
リ

ス

ト

教
史
に

お

い

て

当
然
の

前
提
と

さ

れ
て

き

た

ギ

リ
シ

ア

的
な
三

位
一

体

論
を

、

そ

も
そ

も
別
の

表

現
に

置
き

換
え

る

な

ど

と
い

う
こ

と

が

可
能
か

ど

う
か

、

と

い

う
原
理
的
な

問
い

を

提
出
し
た

点
に

他
な

ら

な
い

。

こ

れ
は

、

従

来
の

神
学
が

問
う
た

こ

と

の

な
い

ま
っ

た

く

新
し
い

問
い

で

あ
る

。

「

ア

ジ

ア

か

ら

神
学
を

問
う
」

な
い

し

「

ア

ジ
ア

に

よ

っ

て

神
学
を

問
う

」

奪
格
的
神
学
の

意

義
は

、

こ

こ

に

あ
ら

わ

れ
て

い

る
。

ア

ジ

ア
で

日
常
的
に

見
ら
れ

る
シ

ン

ク

レ

テ
ィ

ズ

ム

や
二

重
信

仰
も

、

キ

リ
ス

ト

教
史
を
再
検
証
す
れ
ば

、

け
っ

し

て

ア
ジ

ア
に

固
有
の

現
象
で

は

な
い

こ

と

が

わ

か

る
。

キ

リ
ス

ト

教
と
い

う

宗
教
そ
の

も
の

が

絶
え

間
な
い

宗
教
混

淆
の

歴
史
の

生
成
物
で

あ
る

と

す

れ
ば
、

シ

ン

ク

レ

テ
ィ

ズ

ム

と

い

う

用
語

そ

の

も

の

が

記
述

的
に

は

無

内
容

だ
と

い

う
こ

と

に

も

な

ろ

う
。

こ

れ

も、

ア

ジ

ア

発
の

問
い

が

キ

リ

ス

ト

教
神
学
全
体
の

問
わ

れ

ざ

る

前
提
や

評

価
軸
を

覆
す
可

能
性
を
示

し

た
一

例
で

あ
る

。

他
に

も
、

家
庭
祭

儀
と

死

者
儀
礼
の

キ

リ
ス

ト

教
伝

統
へ

の

再
定
位
な

ど
、

従
来
の

神
学
に

お

い

て

例
外
的
な

問
題
と

し

か

理

解
さ
れ
て

い

な

か
っ

た

事
柄
が

、

ア

ジ

ア

か

ら

問
い

が

発
せ

ら

れ

る
こ

と

に

よ

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
　
　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
〔
29）

っ

て
、

広
く
キ

リ
ス

ト

教
史

全
体
に

係
留
点
を
も
つ

共
通
認

識
へ

と

発
展
す
る

可
能
性
を

も
っ

て

い

る
。

ア

ジ

ア

神
学
の

提
出
す

る

問

い

は
、

キ

リ

ス

ト

教
史
の

末

端
な
い

し

周
縁
部
か

ら

提
起
さ
れ
た

問
い

で

あ
る

か

に

見
え
て
、

そ

れ

に

答
え

る

た
め
に

は

取
り

も

直
さ

ず

ど
こ

に

中
心
が

あ
る

か

を

明
確

に

描
き

切
る

こ

と
が

求
め
ら

れ

る

よ

う
な

類
の

問
い

で

あ

る
。

そ

れ

は
、

か

つ

て

前

世
紀
初
頭
の

ド

イ

ツ

で

盛
ん

で

あ
っ

た

「

キ

リ
ス

ト

教

本
質
論
」

の

問
い

を
、

現

代
の

視
角
か

ら

提
出
し

直
す
こ

と

で

あ
る

と

も

言
え

よ

う
。

　

神
学
は

、

実
定
宗
教
と

し

て

の

キ

リ
ス

ト

教
が

辿
っ

て

き
た

歴

史
的
な
軌
跡
へ

の

顧
慮
な

し

に

は

営
ま

れ

得
な
い

。

そ

の

限
り

、

文

脈
化
神
学
は

す
べ

て

の

神
学
の

必

然
的
要
請
で

あ
る

。

ア
ジ

ア

神
学
は

、

こ

の

文
脈
化
神
学
の

歴
史
的
な

先
端
に

位

置
す
る

実
験

的
な

試
み

で

あ
る

。
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す
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書
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掲
げ
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題
の

解
決
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か

な

い
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森
本
あ
ん

り
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史
概
念
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し

て
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ジ
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神
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学
の
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に
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四
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〇
〇
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八
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〇

頁
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照
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）
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ア

ジ
ア

神
学
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義
』

、

八

頁
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注
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を
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照
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、

序
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四
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二

頁
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、
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凡
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一

九

九
三

年
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特
に
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巻

第
一

章

　

　
を

参
照

。
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文脈化神学 の 現在
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八
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頁
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ジ
ア
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一
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体
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て

扱
い
、
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か

も
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ジ

ア

全
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代
弁
し
て

発
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こ

と
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で

き

る
、
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す
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二

九
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頁
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