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延

原
時

行
著

『

対
話
論
神
学
の

地
平

　
　

ー
私
の

巡
礼
の

な
か

か

ら

ー
』

　
　

　
　
　
　
　
　

　
　
　

春
風

社
　
二

〇
〇
六

年
九
月
二

五

日
刊

　
　

　
　
　
　

A5

判
　
揺

＋

三

七
二

＋

駆

頁
　
四
二

八

六

円
＋

税

保
　
呂

　
篤
　
彦

　
は

じ
め

に

　

本
書
の

著
者
は、

滝
沢
克
己

と
ジ
ョ

ン
・

B
・

カ

ブ
・
°
皿

と

に

師
事

し
、

諸
宗
教
間
の

対

話
、

と

り
わ
け
プ

ロ

テ

ス

タ
ン

ト
・

キ
リ
ス

ト

教
の

立

場
か

ら

行
わ

れ
る

仏
教
（

お

よ
び
そ

の

伝
統
に

立
つ

と

考
え
ら

れ

る

西

田

幾
多
郎
の

哲
学
）

と
の

対
話
に

基
づ

い

て

自
ら
の

哲
学
と

神
学
を
展
開

し
、

日
本
の

み

な
ら
ず

長
年
欧
米
に

お

い

て

も

活
躍
し

て

き
た

、

こ

の

分

野
で

日
本
を

代
表
す
る

研
究
者
の
一

人
で

あ
る

。

本
書
は

、

そ
の

著
者
が

研
究
者
と

し
て

活

躍
し

始
め
る
遥
か

以
前、

同
志

社
大
学
神
学
部
の

学
生

で

あ
っ

た

頃
に

記
し
た

文
書
か

ら、

ご

く

最
近
の

作
品
に

至
る

ま

で

を
幅

広
く
採

録
し、

「

は

し
が

き
」

「

エ

ピ

ロ

ー

グ
」

「

あ
と

が

き
」

と

い

う
三

つ

の

書
き

下
ろ

し
を

加
え

て

纏
め
た
一

種
の

論
集
で

あ
る

。

ま

ず
最
初
に

本
書
の

目

次
を

掲
げ
て

、

そ
の

全

体
を

概
観
し
て

お

き

た

い
。

は

し

が

き

プ
ロ

ロ

ー
グ

ー
入

信
か

ら
対

話
論
神
学
ま
で

巡
礼
−

　
実
存
の

深
淵
か

ら

　
第
六
章

　
第
七
章

　
第
八
章

　
第
九
章

巡
礼
坪

　
第
一

〇

章

　
第
一
一

章

　
第
一

二

章

　
第

＝
二

章

　
第
一

四

章

　
第
一

章
　
ヨ

ブ
に

関
す
る

若
干
の

詩
的
断
片

　
第
二

章

　
『

罪
と

罰
』

に

お

け

る

思
想
の

機
能
に

つ

い

て

巡
礼
H
　
イ
エ

ス

と

の

出
会
い

　
　
関
係
性
の

あ
け
ぼ
の

　
第
三

章
　
「

関
係
の

絶
対
性
」

と

は

何
か

　
　
　
　
　
　

　
　
「

マ

チ

ウ

書
試
論
」

か

ら

の

出

発

　
第
四
章
　
ボ
ン

ヘ

ッ

フ

ァ

ー
に

お

け

る

倫
理
の

基

底
の

探
究

巡
礼
田

　
対
話
論
神
学
の

地
平

　
第
五

章

　
イ
エ

ス

の

対

話
論
宣
教
学

　
　
　
　
　
　

ー
マ

タ
イ

に

よ
る

福
音
書
一

五

章一

＝

1
二

八

節

　
　
　
　
　
対

話
論
神
学
の

方
法
　
　
テ

ィ

リ
ッ

ヒ

を
超
え
て

　
　
　
　
　

在
家
キ

リ
ス

ト

教
提
唱

−
我
が

巡
礼
の

原

視
点
か

ら

　
　
　
　
　

在
家
基
督
教

教
程

　
　
　
　
　
基

督
心
経

　
　
　
　
地

平
を

超
え
て

「

す
べ

て

の

道
で

主
を
認
め
よ
」

　
　
　
　
　
　
キ

リ
ス

ト

教
信
仰
の

逆

転

　
　
　
　
　
　
ペ

ト
ロ

と
ユ

ダ

　
　
　
　
　
　
ジ
ャ

ッ

ク

リ

ー
ン

・

ケ

ネ
デ
ィ
・

オ
ナ
シ

ス

　
　
　
　
　
　
ル

タ
ー
の

宗
教
改
革
の

意

義
　

　
新
し
き

神
の

義
の

発
見

　
　
　
　
　
　

良
寛
と
キ

リ

ス

ト、

良
寛
と

パ

ウ
ロ

　
　
　
　
　
　

　
　
　

絶
望
即
感
謝
の

い

の

ち

　
第
一

五

章
　
二
一

世
紀
の

宇
宙
論
的
キ

リ

ス

ト
教

　
　
三

つ

の

呻
き

　
第
一

六

章
　
我
が

心
の

歌

エ

ピ

ロ

ー
グ

　
　

芭
蕉
の

「

古
池
」

の

俳
諧
味
と

私
の

対
話
論
神
学
の

巡

　
　
　
　
　
　

　
礼

巻
末
付
論

　
「

非
仏
非
魔
」

の

立
場
と

至

誠
心
の

神
学
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あ
と

が
き

索
引

　
本
書
の

ス

タ
イ
ル
、

目
的、

構
成

　
本
書
に

収
め

ら
れ
た

諸
文
書
は、

そ

の

執
筆
時
期
に

お

い

て

最
長
で

五

〇
年
近
い

差
が

あ
り、

本
書
は
、

著
者
の

こ

れ
ま
で

の

全
生
涯
の

思

索
の

軌
跡
を
示
し

て

い

る
と

言
え
る
で

あ
ろ

う。

　
そ
れ

に

と

も
な
っ

て
、

そ
れ
ぞ
れ

の

文
書
の

形
式
も

、

取
り

扱
っ

て

い

る
対
象
や

内
容
も、

実
に

多
様
で

あ
る

。

第
二

章
か

ら

第
七
章
ま

で

は、

そ
の

扱
う
内
容
は

多
様
で

あ
る
も
の

の
、

形
式
的
に

は

い

ず
れ
も
一

応
学

術
論

文
の

ス

タ
イ
ル

を

取
っ

て

い

る
。

し

か

し
な
が
ら

、

例
え
ば、

第
一

章
は、

著
者
が

経
験
し

た

実
家
の

焼
失
と

い

う

不
幸
な

出
来
事
に

よ

る

衝

撃
を

契

機
に

し
て

生
じ

た

神
体
験

（

「

イ
ン

マ

ヌ

エ

ル
」

の

体
験）

か

ら

ほ
と

ば

し

り

出
た

思

索
を
「

書
き
な

ぐ
っ

た
」

（
三

六

四

頁）

文

字
通

り

の

「

詩
的
断

片
」

で

あ
り

、

学
術
論

文
の

形
式

を

取
っ

て

い

な

い
。

ま

た、

第
一

〇
章
か

ら

第
一

六

章
ま

で

の

七

章
は

著
者
が

勤
務
す
る

敬
和
学

園
大
学
に

お

い

て

宗
教
主

任
と

し

て

チ
ャ

ペ

ル

で

行
っ

た

小

説
教
で

あ

り、

こ

れ
ら
も
ま

た

当
然
学

術
論
文
の

ス

タ

イ
ル

を

取
っ

て

い

な

い
。

例

え
ば、

そ

の

う
ち

の

第
一

六

章
は

、

著
者

自
身
の

作
詞
作
曲
に

な

る

「

夕

べ

の

祈
り

」

と
い

う
楽
曲
を

楽
譜
付
き
で

収
め

て

い

る
。

さ

ら
に

ま
た、

第
八

章
、

第
九

章
は

著
者
の

提
唱
す
る
「

在
家
キ

リ

ス

ト

教
」

あ
る

い

は

「

仏
教
的
キ
リ
ス

ト

教
」

〔
「

仏
教
の

空
観
を

摂
取
し

つ

つ

キ

リ
ス

ト
教
的

　
　

　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　（
1）

神
信
仰
を

堅
持
す

る

底
の

キ

リ
ス

ト

教
」

）

の

勤
行
と

い

う

実
践
に

供
さ

れ

る

文

書
（
式

文
、

経
な
ど

）

の

提
示
を

意
図
す
る

も
の

で

あ

り、

こ

れ

も
ま
た

、

や
は
り

通
常
の

意

味
の

学
術
論
文
の

ス

タ

イ
ル

を

取
る

も
の

で

は

な
い

。

　
し

か

し

な
が
ら

、

本
書
は、

目
次
か

ら

も

見
て

取
れ

る
よ

う
に、

多
様

な

文
書
を
た
だ

年
代
順
に

並
べ

た

だ

け
の

も
の

で

は

な

い

（

確
か

に

ほ

ぼ

年
代
順
に

並
べ

ら
れ
て

は

い

る

け

れ
ど

も〉
。

む

し
ろ

、

そ
れ

は、

さ

ら

に

多
く
の

論
考
の

中
か

ら

特
定
の

論
考
を
選
び

出
し

、

そ
れ
ら
を

明
確
な

意
図
の

下
で

編
集
し

た

も
の

で

あ
っ

て、

全
体
と

し

て

極
め

て

緊
密
な
纏

ま

り
を
も
っ

た
一

冊
の

論

考
た
る

こ

と
を

目
指
し

て

い

る
。

　
そ

の

特
定
の

目
的
な
い

し

意
図
と

は、

著
者
に

よ

れ
ば、

著
者
独

自
の

「

キ

リ
ス

ト

教
弁
証
論
」

を

書
く
こ

と

で

あ
る

（
一

頁）
。

そ

し
て

、

そ

れ
が

同
時
に、

著
者
自
身
が、

自
ら
の

人
生
の

軌
跡
を

跡
づ

け

る

と

い

う

営
み

と
重
な
っ

て

い

る
。

言
う

な
れ
ば、

著
者
と

キ
リ
ス

ト

教
と

の

関
わ

り
（
こ

れ

を

著
者
は

「

「

キ

リ

ス

ト

教
と

私
」

の

「

と
」

の

不
思

議
」

と

も

呼
ん

で

い

る
（
例
え

ば
、

二

九

頁）
）

の

軌
跡
が
、

同
時
に

独
自
の

「

キ

リ
ス

ト

教
弁
証
論
」

を

構
成
す
る

と
理

解
さ
れ
て

い

る

の

で

あ
る

。

　
こ

の

よ

う

な
軌

跡
な
い

し

「

巡

礼
」

（

そ

れ
は

ま
た

同
時
に

著
者
独
自

の

「

キ

リ
ス

ト

教
弁
証
論
」

を

構
成
す
る

の

で

あ
る
が
）

は
、

四
つ

の

段

階
な

い

し

領
域
か

ら

な
る

も
の

と

し

て

提
示

さ

れ
る

。

す
な

わ

ち、

ま

ず、

「

巡

礼
1

」

は、

上

記
の

神
体
験、

「

「

実
存
の

深

淵
に

お

け

る

神
の

共

在
」

の

経
験
」

、

あ
る

い

は

「

主

観
的
に

は、

「

神
な
き

悲
惨
」

の

真
只

中
に

あ
る

人
も、

客
観
的
11
実

在
的
に

は
、

「

神
我
ら
と

共
に

在
す
」

原

事
実
の

祝
福
に

抱
か

れ
て

し

か

存
在
し
な
い
」

と

い

う

「

二

〇
代
の

は

じ

め
に

火
事
の

な
か

で

知

り
え
た

［

中
略］

悦
ば
し
い

実
存
把
握
」

（

一

〇

頁）

で

あ
る

。

そ

し

て

次
に、

著
者
の

言
葉
を

用
い

る

な

ら

ば、

「

こ

こ

か

ら

巡

礼
1
は

瞬
発
し、

そ

し
て

イ
エ

ス

に

出
会
う

巡
礼
11
に

至
る
」

（
同）

の

で

あ
っ

て
、

「

決
し
て

そ
の

逆
で

は

な
い
」

（
同）

。

さ

ら

に、
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こ

の

よ
う
に

「

神
我
ら
と

共
に

在
す
」

と

い

う
「

イ
ン

マ

ヌ

エ

ル

の

原
事

実
」

が
イ
エ

ス

と
の

出
会
い

に

先
立
っ

て

い

る

こ

と

に

よ
っ

て
、

イ
エ

ス

自
身

の

う
ち

に

本
来
存
す

る
「

対
話
論
的
宣

教

学
」

を

契
機
と

し
て
、

「

巡
礼
11
」

が

「

巡
礼
m
」

へ

と

移
り

ゆ
き

、

コ

切
の

他
者
の

思

想
と

宗
教
」

に

対
す
る

「

対
話
論
神
学
が

展
開
す

る
」

（

一
一

頁）

こ

と

に

な

る
。

そ
し
て

、

こ

の

「

巡
礼
m
」

に

お

い

て
、

日
本
人
で

あ
る

著
者
は、

仏
教
や

西
田

哲
学
と

の

対

話
に

基
づ

き
、

「

仏
教
的
キ

リ
ス

ト

教
」

に

他

な

ら

な

い

「

在
家
キ

リ

ス

ト

教
」

を

掘
り

当
て

（一

＝

七

頁）
、

そ

の

「

基
督
心
経
」

の

勤
行
へ

と

読
者
を

誘
う

。

ま

た

さ

ら

に、

「

こ

の

勤
行

の

な
か

で

ど

こ

ど
こ

ま

で

も
沈

潜
し
、

キ
リ

ス

ト
と

私
の

「

と
」

の

不
思

議
11

「

と
」

の

神

秘
［

中
略
］

を

聞
く

な
ら

ば
、

一

転、

そ

れ
を

「

屋
根

の

上
で

大
声
で

叫
ぶ
」

（
マ

タ

イ
一

〇
・

二

七）

宣
教
的
告
白
の

業
、

巡

礼
W、

に

勇

躍
赴

く
こ

と
」

（
一
一

頁
）

に

な

る
と

、

著
者
は

主

張
し

て

い

る
。

　
「

キ
リ
ス

ト

教
弁
証
論
の

ニ

ュ

i
・

パ

ラ
ダ
イ
ム
」

　
さ
て、

こ

の

よ
う
に

展
開
さ
れ

る

本
書
の

意
義
の
一

つ

は
、

本
書
に

よ

っ

て

提
示
さ

れ
て

い

る

学
問
の

あ
り
方
に

あ
る
と
言
っ

て

よ

か

ろ

う
。

　
ま

ず
、

著
者
は、

こ

の

よ

う
な

構
成
を

も
っ

て

展

開
さ

れ
る

自
ら
の

学

問

を、

ジ
ョ

ン
・

ピ

ッ

ク

が

「

問
題

学
（
冒
〇

三
Φ

ヨ
餌

口

8）
」

な

い

し

「

問
題

学
的
神
学
」

と

名
づ
け
て

い

る

学
問
と

同
様
の

立

場
に

立
つ

も
の

と

規
定
し

て

い

る
。

ピ

ッ

ク

に

よ

れ
ば、

「

受
け

継
が

れ
て

き
て

い

る

伝

統
を

研
究
し、

こ

れ

を

保
持

す
る

」

「

教
義
学
（
α

o
σQ

白

註
8）
」

な

い

し

「

教

義
学
的
神
学
」

に

対
し
て

、

「

伝
統
と

世
界
　
　
世
俗
的
世
界
と

広

範
な

宗
教
的
世

界
と

の

双

方
を

含
む

　
　
の

間
の

接
触
領
域
で

生
じ、

新

し
い

状
況
に

照
ら
し
て

新
し
い

神
学
を
生

み
出
す
こ

と

に

関
与
す
る

」

の

が

「

問
題
学
」

で

あ
り、

前

者
が
「

そ

の

基
本

的
立

場
を

最
終

的
真
理
の

表

明
と
と

る
の

に

対
し

て
」

、

後

者
は

「

そ
の

結
論
を

仮
説
と

み

る
」

と

　（
2）

い

う
。

本
書
の

著
者
に

と

っ

て

も
ま
た

、

伝
統
と

世
界
と

の

接
触
領
域
に

お

け
る

新
し
い

状
況
と

の

関
わ
り
の

な
か

で

キ
リ
ス

ト
教
の

真
理
を

見
直

す
こ

と

が

重

要
な

仕
事
に

な
る
が、

彼
は
、

そ
の

際
の

新
し
い

状
況
が、

テ

ィ

リ
ッ

ヒ

の

場
合
の

よ

う
に

単
な
る

問
い

で

は

な

く
、

そ
れ

自
体
が

独

自
の

答
え

で

あ
る

よ

う
な

他
宗
教
〔
と

り
わ
け

仏
教
）

の

真
理
主
張
で

あ

る
こ

と

を
、

特
に

第
六

章
前
半
に

お

い

て

強
調
し
て

い

る

（
一

九
二

頁
参

照）
。

ま
た

、

こ

の

よ

う

な
二

種
類
の

神
学
が

現

実
に

は

対
立
し

合
っ

て

い

る

と

し

て

も、

本
来
互

い

に

相
手
を

必
要
と
す
る

こ

と

を
認
め
て

い

る

点
に

お

い

て

も、

著
者
は

ピ

ッ

ク

と
｝

致
し
て

い

る
。

た

だ、

著
者
の

場

合、

ピ

ッ

ク
に

お

い

て

「

問
題

学
的

神
学
」

と

呼
ば

れ
て

い

る
立
場
が、

「

在
家
キ
リ
ス

ト

教
」

と

「

宗

教
聞
対
話
の

学
理

的
宣
明
を
主

軸
に

す
る

大

学
キ

リ
ス

ト
教
」

と

の

二

者
に

区
分
さ

れ
て

お

り
、

そ
れ
ら
二

つ

に、

さ

ら
に

ピ

ッ

ク
の

述
べ

る

「

教
義
学
的
神
学
」

に

相
当
す
る

「

在
来
の

「

教
団
」

キ
リ

ス

ト

教
」

を
加
え
た

「

キ

リ
ス

ト

教
の

三

形
態
の

有
機
的

錯

合
」

が

求
め

ら

れ
て
い

る

（
二

三
八

頁）

点
で

、

ピ

ッ

ク

と
は

相
違
す

る

の

で

は

あ
る

が
。

　
と

こ

ろ
が、

こ

の

相
違
は、

ピ

ッ

ク

の

論
じ
た

「

問
題

学
的

神
学
」

を

超
え

る

学
問
の

あ
り
方
を

本
書
が
呈
示

し

て

い

る

こ

と

を
示
唆
し
て

も
い

る
。

す
で

に

見
た

よ

う
に

、

「

巡
礼
皿
」

の

後
半
（
第
八

章
と

第
九

章〉

は、

仏
教
と

の

対
話
に

基
づ
く

理
論
的
成
果
か

ら

導
き
出
さ

れ
た

宗
教
的

実

践
の

た

め

の

教
程
や

式
文、

念
仏
の

提
示

で

あ

り、

さ

ら
に

「

巡

礼

W
」

は

こ

の

理
論
と

実
践
と

を

経
て

行
わ
れ
る

「

宣
教
」

で

あ
る

が、

こ

（501）291
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れ
ら

の

四

段
階
な

い

し
四

領
域
を

す
べ

て

含
む

こ

と

に

よ
っ

て

初
め
て

著

者
独
自
の

「

キ

リ

ス

ト

教
弁

証
論
」

が

「

学
理

的
追
究
」

（
三

六

七

頁）

と

し

て

確
立

す
る

と

主

張
さ

れ
る

か

ら

で

あ
る

。

つ

ま
り、

「

対
話
論
神

学
の

地

平
」

（
「

巡

礼
皿
」）

と

そ

の

背
景
（
「

巡
礼
1

」

お

よ

び

「

巡

礼

H
」）
、

さ

ら

に

そ

こ

か

ら

発

展
す
る

「

宣

教
」

（
「

巡

礼
W
」）

を

も

含
め

た

本
書
の

全

体
が

、

仏
教
と
の

対
話
に

基
づ

い

て

こ

れ
ま
で

著
者
が

構
築

し
て

き

た

具
体
的
で

理
論
的
な

「

対
話
論

神
学
」

そ

の

も
の

（
お

そ
ら
く

ピ

ッ

ク
の

「

問

題
学
」

に

対
応
す
る

も
の
）

と

同
様
の

構

造
を

も

ち

つ

つ
、

い

っ

そ

う

深
く
か

つ

実

践
的
な

学
を

構
成
す
る

と

さ

れ
て

お

り、

そ

れ

が

「

新
し

い

キ

リ
ス

ト
教

弁
証
論
の
パ

ラ

ダ

イ
ム

（
範
型
）

」

「

四
つ

の

巡
礼
か

ら

な
る

私
の

キ
リ
ス

ト

教

弁

証
論
の

ニ

ュ

ー
・

パ

ラ

ダ
イ
ム
」

（
八
頁）

と

呼
ば

れ
る
の

で

あ
る

。

こ

の

こ

と

は
ま
た

、

著
者
が、

こ

の

巡
礼
の

記
録
で

あ
る

本
書
に

つ

い

て
、

そ
れ

が

単
に

キ

リ
ス

ト

教
に

関
す

る

著
者
の

巡
礼
で

は

な
く、

「

む

し
ろ、

「

キ

リ
ス

ト
教
と

私
」

の、

そ

の

「

と
」

の

不
思

議
ー1

「

と
」

の

神
秘
の

お

の

ず
か

ら
な

る

遍
歴
11
活

動
の

考
察
」

（
二

九
頁）

で

あ
る
こ

と

を

幾
度
と

な
く

断
っ

て

い

る
こ

と

に

通

じ
て

い

る
。

　

諸
宗
教
の

神
学
に

対
す
る

貢
献

　
上

述
の

よ

う
に、

著
者
は

本
書
全
体
を
一

つ

の

「

キ

リ
ス

ト

教

弁
証

論
」

と

し
て

構
想
し

て

い

る

が、

そ

の

中
心
と

な
る

の

は、

や

は
り

「

巡

礼
m
」

で

あ
る

。

こ

の

こ

と

は

「

巡
礼
m
」

の

タ
イ
ト

ル

が

本
書
の

タ

イ

ト

ル

と

同
じ

「

対
話
論
神
学
の

地
平
」

で

あ
る

こ

と

か

ら

も

見
て

取
れ

る
。

著

者
自
身
は

、

そ
の

中
で

も
特
に、

新
た

な
キ
リ
ス

ト
教
の

実
践
的

な

あ

り

方
を

呈
示
し

て

い

る

第
八

章
と

第
九
章
こ

そ
が

、

本
書
の

ズ
転

轍
点
〉
」

で

あ
り、

本

書
の

中
心
で

あ
る

と

主

張

し

て

い

る
（
二

七
二

頁）
。

こ

の

二

つ

の

章
に

語
ら

れ
て

い

る
キ

リ
ス

ト

教
の

実
践
（
「

生

活
と

信

仰
と

の

対
話
」

、

「

在
家
キ

リ
ス

ト
教
」）

こ

そ

が、

著
者

独

自
の

「

キ

リ
ス

ト

教
弁
証
論
」

全
体
の

基
礎
・

要
で

あ
り、

そ
の

前
に

展
開
さ
れ
て

い

る

三

段
階
の

理

論
的

考
察
〔

「

巡

礼
1

」

の

「

実
存
の

深

淵
」

に

お

け

る
「

イ
ン

マ

ヌ

エ

ル

の

原

事
実
」

へ

の

目
覚
め

、

「

巡
礼
11

」

の

「

イ
エ

ス

と

の

出
会
い
」

、

そ
し
て

「

巡

礼
皿
」

第
五

章
か

ら

第
七

章
の

「

諸
宗

教
と

の

対
話
」

に

基
づ
く

組
織
神
学

的
論
述
）

と、

そ
の

後
に

展
開
さ

れ

る
「

巡

礼
W
」

の

「

宣

教
」

、

そ

の

両
方
の

基

礎
だ
と

言
う
の

で

あ
る
。

　
し
か

し、

そ

れ
に

も
か

か

わ
ら
ず、

本
書
の

も
つ

最
大
の

意
義
は、

や

は
り

第
六

章
と

第
七

章
に

お

け
る

議
論
が
、

こ

れ
ま
で

の

学
界
の

「

諸
宗

教
の

神
学
」

に

対
し
て

行
っ

て

い

る

貢
献
で

あ
る

と

言
っ

て

も

間
違
い

で

は
な
か

ろ

う
。

こ

の

二

つ

の

章
に

お

い

て

著
者
は、

主
と

し

て

滝
沢

克
己

の

神
学
に

依
拠
し
つ

つ
、

ピ

ッ

ク

が
主

唱
し

て

き
た

「

多
元
主
義
」

な
い

し
「

神
中
心

主
義
」

の

主

張
の

正

当
性
を、

「

包

摂
（
包
括）

主

義
」

に

対
し

て

主

張
し

な
が
ら
も
、

反

対
に

そ

の

不
十
分
さ
の

根
拠
を
も

明
確
に

指

摘
し
て

い

る
。

　
す

な

わ
ち
、

著

者
は、

「

神
中
心
主

義
」

の

も
つ

「

普
遍

志

向
性
そ
の

も
の
」

の

正

当
性
を、

「

包
摂
（
包
括
）

主
義
」 、

「

キ

リ
ス

ト

中
心
主
義
」

か

ら

擁
護
し

つ

つ
、

「

神
の

言
の

イ
エ

ス

に

お

け

る
、

ま
た

イ
エ

ス

と

し

て

の、

自
己

表
現
と
い

う
独
自
な
（
後
期
西
田
哲

学
で

言
う）
「

逆
限
定
」

的

消
息
［

中
略］

を
と

ら

え
そ
こ

ね

て

い

る
と

い

う

点
」

（
二

〇
五

頁）
、

「

普
遍
そ
の

も
の

（

彼
ら

［

多
元
主

義
者
］

の

言
う

「

神
」）

が

た
だ

ち

に
一

々

の

個
物
個
人
と
一

体
で

あ
る

と

（
西
田
の

「

絶
対
無
の

場

所
的
限

定、

絶
対
矛

盾
的
自
己
同
一
」

や
滝

沢
の

「

神
人
一

体
、

イ
ン

マ

ヌ

エ

ル

292〔502）
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書評 と紹介

の

原

事
実
」

の

言
挙

げ
に

お

け
る

よ

う
に）

た

だ
一

息
に

言
い

切
る

こ

と

が
で

き
な
い
、

こ

の

ど
こ

か

中
空

に

浮
い

た

思
惟
の

抽
象
性
」

（
二

〇
五

−
二

〇
六

頁）

と

い

う

点
で、

「

多
元
主

義
」

と

「

神
中
心

主

義
」

を

批

判
す
る

の

で

あ
る

。

イ
エ

ス

が

「

神
の

受
肉
」

で

あ
る

と

い

う
の

は

神
話

的
な

言
語
使
用
で

あ
る

と

ピ

ッ

ク
が

述
べ

る

時
、

ピ

ッ

ク

の

理

論
の

神
学

的
意
義
と

妥
当
性
は
、

そ
れ
に

よ

っ

て

意
味
さ
れ
て

い

る

こ

と
が

何
で

あ

る

か

に

か

か

っ

て

い

る
。

イ

エ

ス

が

「

神
と

の

接
触
点
」

で

あ

る

こ

と

は
、

ピ

ッ

ク
も

認
め

て

お

り
、

彼
は
た

だ
そ

れ
が

唯
一

の

「

接

触
点
」

で

あ
る

こ

と

を

否
定
し

て

い

る

に

す
ぎ
な

い
。

し

か

し、

ピ

ッ

ク
に

お

い

て

は
、

イ
エ

ス

が

「

神
と

の

接
触
点
」

で

あ
る

と
い

う
こ

と

の

意

味
に

関
す

る

考
察
が

神
学
的
に

不

十
分
で

あ
る
と

著
者
は

指
摘
し

、

そ
の

根
拠
の

解

明
に

努
め

て

い

る

の

で

あ
る

が
、

こ

の

議
論
の

重
要

性
を
看
過

す
る

こ

と

は
で

き
な

い

で

あ
ろ

う
。

　

若
干
の

コ

メ

ン

ト

　

最
後
に
、

評
者
が

疑

問
を
も

っ

た

点
に

つ

い

て

若
干
の

コ

メ

ン

ト
を
加

え
て

お

き
た
い

。

　
（
1）

ま

ず
、

本
書
に

お

け
る

「

対
話
」

概
念
の

多
義
性
に

つ

い

て

で

あ
る

。

本
書
に

お

け

る
「

対
話
論

神
学
」

の

「

対
話
」

は
、

主
と

し

て

「

諸
宗
教

間
の

対
話
」

を

意
味
し
て

い

る

と

言
っ

て

よ

か

ろ

う
。

（
「

対
話

論
神
学
」

と

は
、

第
一

義
的
に

諸
宗
教
間
対

話
に

基

礎
づ

け
ら
れ

た

神
学

で

あ

り、

そ

の

「

地
平
」

と

は

そ

の

「

構
想
に

関
わ

る

意
識
の

ひ

ろ

が

り
」

を
意

味
す
る
（
六

頁）
。

）

と
こ

ろ
が
、

本
書
は
、

こ

の

意
味
に

限
定

さ

れ
な
い

さ

ま
ざ
ま
な

「

対
話
」

に

も
ま

た、

そ

の

論
述
と

深
い

関
係
を

も
つ

も

の

と

し

て

言
及
し

て

い

る
。

た

と

え

ば、

「

過
去

の

私
」

と

の

「

対
話
論
的
折
衝
」

を
抜
き

に

し
て

は

「

対
話
論
神

学
」

も
な
い

と

言
わ

れ
て

い

る

（
八

頁
）

し、

「

対

話
論
神
学
」

の

「

実
践

的
・

組
織

論
的
展

開
で

あ
る
」

第
八

章
「

在
家
基
督
教
教
程
」 、

第
九

章
「

基

督
心

経
」

に

お

い

て

は、

「

対

話
は

［

中
略
］

つ

い

に

「

在
家
」

と

「

キ
リ

ス

ト
」

の

対
話
」

（
四
六

頁
）

に

な

る
と

述
べ

ら
れ、

さ

ら

に、

こ

れ
は

「

信
仰
と

生
活
の

対

話
」

と

い

う
「

も
っ

と
も

根
底
的
な
意

味
で

の

「

人
間
に

お

け

る

対
話
」

」

（

二

四
一

頁）

と

も

言
い

換
え

ら

れ
て

い

る
。

さ

ら

に

著

者

は
、

先
に

触
れ

た

こ

と

と

関
連
す
る
が

、

ピ

ッ

ク

の

言
葉
を

借
り
つ

つ
、

自
ら
の

立

場
を
も

含
む

「

実
験
主

義
」

の

キ

リ
ス

ト

教
と

、

「

保
守
派
・

福
音
派
」

の

キ

リ

ス

ト
教
と

い

う、

キ

リ
ス

ト
教
の

二

つ

の

立

場
の

間
の

「

対
話
」

の

重

要
性
に

も

言
及
し
て

い

る

（
二

二

八

頁
）

。

　
し

か

し

な
が

ら
、

「

対
話
論
神
学
」

自

体
も

、

ま

た、

そ

の

「

地

平
」

を

含
む

本
書
の

全
体
が

構
成
し
て

い

る

「

キ
リ

ス

ト
教

弁
証
論
の

ニ

ュ

ー
・

パ

ラ

ダ
イ

ム
」

も、

こ

れ
ら
の

「

対
話
」

を
焦

点
に

し

て

論
じ
て

は

い

な

い

た
め

、

そ

れ
ぞ
れ
の

「

対
話
」

と

「

対

話
論
神
学
」

お

よ

び
「

キ

リ
ス

ト
教

弁
証
論
の

ニ

ュ

ー
・

パ

ラ

ダ

イ
ム
」

と

の

関
係
が

十
分
明
確
に

は

な
っ

て

い

な
い

。

「

対
話
論
神
学
」

と

諸
々

の

「

対

話
」

概
念
と

の

関

係
に

つ

い

て
、

著
者
に

は

さ

ら
な
る

説
明
を
求
め

た
い

。

　
（
2

）

す
で

に

触
れ

た
こ

と

で

あ
る

が、

著
者
は、

第
八
章
と

第
九
章

と

を

本
書
の

「

〈

転
轍
点
〉

」

で

あ
る

と

し
、

こ

こ

に

前
半
の

す
べ

て

が

収

斂
し
、

そ
こ

か

ら

「

後
者
は

前
者
の

成
果
を
す
べ

て

含
ん

で

進
む
」

の

で

あ
り、

「

前
七

章
と

後
七

章
は

た
ん

に

シ

ン

メ

ト
リ
カ

ル

で

は

な
い
」

（

二

七
二

頁
）

と

述
べ

な
が
ら

も
、

後
半
の

七

章
そ

れ

ぞ

れ
に

つ

い

て
、

そ
れ

が

前
半
の

七
章
の

い

ず
れ
か

と

の

間
に

有
す
る

対
応
を
簡
単
に

説
明
し
て

い

る
。

し
か

し
、

こ

れ
だ

け
で

は、

両
者
の

こ

の

関
連
の

必
然
性
が

十
分

（503）293
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明
ら

か

で

は

な

い

よ
う
に

思
わ
れ
る

。

著
者
は、

実
に

多
様
な

文
書
を
一

冊
の

学
術
書
に

ま
と

め
上

げ
、

自
ら
の

キ

リ
ス

ト

者
と

し

て

の

こ

れ
ま

で

の

人
生

を
統
一

的
に

理

解
す
る

た
め
に

、

本

書
に

極
め

て

強
く
体
系

性
を

求
め
、

各
文
書
問
に

緊
密
な

関
連
を
も

た

せ

よ

う
と

努
め

て

い

る

が、

果

た

し

て

そ

れ

に

ど

れ
だ
け

成
功
し
て

い

る

の

か
、

ま
た

そ

れ
が

ど

こ

ま
で

必
要
で

あ
る

の

か
、

評
者
に

は

疑
問
で

あ
る

。

　
（
3

）

さ

ら
に

、

こ

れ

も

す

で

に

述
べ

た

こ

と

で

あ

る

が
、

本
書
は

「

対
話

論
神
学
」

そ
の

も
の

を

扱
う
と

い

う
よ
り
も、

そ

の

「

背
景
」

や

そ

の

「

地
平
」

に

加
え、

そ

れ
を
超
え

る

「

宣

教
」

に

至

る
ま

で

を

含
む

全
体
を

著
者
独

自
の

「

キ

リ
ス

ト

教

弁
証

論
」

と

い

う
一

つ

の

学
、

「

学

理

的
追

究
」

と

し
て

提
示

す
る

こ

と
を

目
指
し
て

お

り
、

そ
こ

に

本
書
の

も
つ

意

義
の
一

つ

が

あ
る

と

評
者
も
ま

た

考
え
る

。

し

か

し、

そ

う
で

あ

る

か

ら

こ

そ
、

知
的
・

理
論

的
な

「

対
話
論
神
学
」

（
あ
る

い

は

著

者
自

身
の

「

諸
宗

教
の

神
学
」）

と
、

そ

れ
を

超
え
て

構
想
さ

れ
て

い

る

「

キ

リ
ス

ト

教
弁
証
論
の
ニ

ュ

ー
・

パ

ラ

ダ

イ
ム
」

と

の

関
係
（
両

者
は

対
応

す
る

構
造
を

有
す
る

で

あ
ろ

う
が）

を

い

か

に

理

解
す
る

べ

き
で

あ
る

か

と

い

う
こ

と

に

つ

い

て、

さ

ら

に

詳
細
な

説

明
が

同
時
に

必
要
で

あ
る

と

思
わ
れ

る
。

　
な

お、

気
が

つ

い

た

限
り
で

は
あ
る

が
、

誤
植
を

指
摘
し
て

お

く
。

四

八

頁
三

行
目
の

「

で

あ
る

わ
け
な

の

で

あ

る
。

」

と

い

う

部
分
は

、

本
来

削
除
す
べ

き

字
句
が

残
っ

て

し

ま
っ

た

も
の

で

あ
ろ

う
。

ま
た
、

二
一

五

　

　
　

　
　

　
　

　
　

　

　
　
へ

頁
三

行
目
の

「

個
人
史
の

開
陳
と

自
己

の

神
学
的
方
法
」

は
、

「

個
人

史

の

開
陳
を

自
己

の

神
学
的
方
法
」

の

誤
り
で

あ
ろ

う

（

傍
点
は

い

ず
れ

も

評
者
に

よ

る
）

。

　
お

わ
り
に

　
さ

て
、

右
に

評
者
の

疑
問
を

列
挙
し

た

が
、

本
書
は

、

著

者
の

学
識
の

広
さ

と

思
索
の

深
さ

を

反
映
し
て

浩
瀚
か

つ

内

容
豊

富
で

あ
る
た

め
、

明

ら
か

に

評
者
の

能
力
を
超
え
る

部
分
を

多
く
含
ん

で

お

り、

列

挙
し

た
疑

問
が

評
者
の

理

解
の

不

十
分
さ
や
不

確
か

さ

に

由

来
す
る

も
の

で

な
い

と

言
う

自
信
は
な
い

。

ま
た
、

同

様
の

理

由
に

よ
り、

本
書
評
が

本
書
本
来

の

主

張
や
そ
の

意
義
を

十
分
に

伝
え
る

こ

と

が

で

き
て

い

な
い

こ

と

を
評

者
も

ま

た

自

覚
し

て

い

る
。

著

者
と

読
者
の

ご

寛
恕
を

乞
い

た
い

。

　
い

ず
れ
に

し

て

も
、

現
在
な
お

膠

着
状
態
の

ま

ま

放
置
さ

れ
て

い

る
観

の

あ
る

、

諸

宗
教
の

神
学
お

よ
び

宗
教
哲
学
に

お

け

る
「

多
元

主
義
」

と

「

包
摂
（
包

括
）

主
義
」

と

に

関
す

る

議
論
に

対
し
て

、

第
六

章
、

第
七

章
を

中
心
に

し

て

本
書
が

大
い

に

貢
献
す
る
も
の

で

あ
る
こ

と
は

間
違
い

な
い

。

ジ
ョ

ン

・

ピ

ッ

ク

ら
が

中
心
に

な
っ

て

展
開
し

て

き
た

「

宗
教
多

元

主
義
」

が
も
つ

魅
力
と

そ
の

神
学
的
主
張
の

意

義
と

を

性
急
に

否
定
し

去
る

の

で

は
な

く
、

む
し

ろ

高
く
評
価
し

つ

つ
、

同
時
に

そ
の

不
十
分
さ

の

根
拠
を

指
摘
す
る

著
者
の

洞

察
は

重
要
で

あ
る

。

本
書
を

十
分
に

考
慮

に

入
れ
た
上
で

、

先
の

問
題
に

関
す

る

議
論
が
日

本
の

宗
教

哲
学
の

分
野

に

お

い

て

も、

今
後
さ
ら
に

活
発
に

行
わ
れ
る

こ

と

を
期

待
す
る

。

注

（
1
）
　
延
原

時
行
『

仏
教
的
キ
リ
ス

ト

教
の

真
理

−
信
心
決

定
の

新
時

代
に

向
け
て
』

行
路

社、

一

九
八

七

年、

七

〇
頁

。

（
2
）

　
ジ

ョ

ン
・

ピ

ッ

ク

（
間
瀬
啓

允
訳）

『

神
は

多
く
の

名
前
を
も
つ

ー
新
し
い

宗
教
多
元
論
』

岩
波
書
店、

一

九
八

六
年、

ニ

ー
三

頁
。
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