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パ ネ ル

パ

ネ
ル

の

主
旨
と

ま

と

め

狹

間

芳

樹

　
東
ア

ジ

ア
に

お

い

て

キ
リ
ス

ト

教
が

受
容
さ

れ、

新
し

い

形

態
が

生
み

出
さ
れ

る
際、

受
容
者
側
の

伝
統
思
想
が
は

た

し
て

ど

の

よ
う
に

機
能
し

て

い

る
の

か
。

日

本
の

場
合、
「

武
士

道
」

と

称
さ
れ

る
も
の

が

そ

れ
で

あ

り、

な
か

で

も

新

渡
戸
稲

造
の

睾
ミ
§

刊
行
以

降
、

明
治
期
キ
リ

ス

ト
者
に

よ
っ

て

案
出
さ
れ
た

キ

リ

ス

ト

教

受
容
の

土
台
と
し
て

の

武
士

道
と

い

う
論

調
は

今
日
お

お

よ
そ

コ

ン

セ

ン

サ

ス

を

得
て

い

る
よ

う
に

思

わ

れ
る

。

し
か

し

元
来
武
士

道
と

い

う
語
が

非
常
に

多
義
的
に

語
ら

れ
る

上
、

そ
の

理

解
に
一

定
の

曲

解
が

孕
ま

れ

て

い

る

こ

と
、

さ
ら
に

は

そ

も

そ

も
伝
統
思

想
と

位
置
づ
け
ら

れ

る

も
の

で

あ
る

の

か

と

い

っ

た

と

こ

ろ

に

は

議
論
の

余
地
が

あ

る
。

そ
こ

で

こ

う
し
た

関
心
に

基
づ

き
「

ア

ジ

ア
・

日

本
の

キ

リ
ス

ト

教
と

宗
教
的
多
元

性
」

研
究
会
に

属
す
る

岩
野

、

方、

狹

間
の

三

名
は、

各
自
の

論
点
か

ら

武
士

道
概
念
を
あ
ら
た

め

て

検

証
し、

厳
密
に

捉
え
直
す
こ

と

に

よ

り

「

キ

リ
ス

ト

教
と

武
士

道
」

と

い

う
構
図
に

対
す
る
従

来
の

見
方
を
越
え
う
る

新
た

な

視
点
の

提
示

を

試
み

た
。

そ
し

て

議
論
を
敷

衍
す
べ

く、

東
馬
場

氏
に

は

比

較
宗
教

学
の

立
場

か

ら
理

論
的
な
分

析
を

、

ま

た
非
受
容

者
（
宣
教
）

側
の

視
点
を

網
羅
す

る

目
的
か

ら
、

コ

メ

ン

テ

ー

タ
を
非
会
員
の

浅
野
淳
博
氏
（
関
西
学
院
大

学
・

聖

書
学）

に、

そ

れ
ぞ

れ
お

願
い

し
た

次
第
で

あ
る

。

　

発
表
内
容
は
各
々

の

要
旨
に

ゆ
ず
り、

以

下、

浅
野
氏
の

コ

メ

ン

ト
に

依
拠
し

て

本
パ

ネ
ル

を

通
し
て

浮
か

び
上
が
っ

た

特
に

重
要
な

論
点
を
記

す
。

氏
か
ら
は

先
ず
パ

ネ
ル

全
体
の

議
論
に

と

っ

て

前
提
と

な

る
武
±

道

の

定
義
自
体
の

曖
昧
さ
が

指
摘
さ

れ

た
。

確
か

に

新
渡
戸
や

内
村
が

、

た

と

え
ば

「

理

想
的
日
本
」

と
い

う
漠
然
と

し
た

曖
昧
な
理

念
を
武
士

道
と

い

う
曖
昧
な

表
象
で

言
い

表
そ

う
と

し

た

結
果

、

不
得
要
領
に

陥
っ

て

い

る

面
は

否
め
な
い

。

し
か

し

東
馬
場
氏
か

ら

提
起
さ

れ
た

よ

う
に、

新
渡

戸
の

そ

れ
が

発
見
で

は

な

く

発
明
さ

れ

た

武
士

道
で

あ
る

と
の

視
座
に

立

つ

な

ら

ば
、

明
治
期
キ
リ

ス

ト

者
た

ち

の

念
頭
に

あ
っ

た

武
士

道
が
曖

昧

で

あ
る

と

は
必
ず
し

も
断
ぜ

ず、

厳
密
に

規
定
す

る

こ

と

が

可
能
で

あ
る

と
い

う
の

が

本
パ

ネ
ル

の

ス

タ
ン

ス

で

あ
る

。

ま

た
フ

ロ

ア
か

ら
は、

新

渡
戸
自
身
の

武
士

道
理
解
が

ど
う
で

あ
っ

た

の

か

と

い

う
の

と
は

別
の

視

点、

す
な

わ
ち

新
渡
戸
の

言

説
に

対
す

る

社
会
の

感

受
の

有
り
様、

日
本

に

お

け
る
幾
度
か

の

武
士

進
ブ

ー

ム

と

い

う
面
か

ら

伝
統
思
想
に

つ

い

て

考

察
す
る

視
点
も

必
要
な
の

で

は
な
い

か

と

の

意
見
が
出
さ

れ
た。

こ

の

点
に

つ

い

て
は
、

曖
昧
な

概
念
が

社
会
の

な
か

で

時

代
性
を

伴
い
、

特
定

の

意
味
内
容
に

収
斂
し
た

結
果、

伝

統
思
想
と
し

て

措
定
さ

れ
て

き
た

現

象
を

読
み
解
く
た
め
に

も
、

キ
リ
ス

ト

教
的
武
士
道
理
解

、

あ
る
い

は

歴

史

的
武
士

道
か

ら
の

変
容
を

明
ら
か

に

す
る

こ

と

が

本
パ

ネ

ル

の

目
指
す

と
こ

ろ

で

あ
っ

た
。

充
分
に

議
論
を
深
め
ら
れ
な

か

っ

た

点
は

今
後
の

課

題
と

し
た

い
。

　
そ

の

他、

浅
野
氏
か

ら
は

、

内

村
や

新
渡

戸
に

お

い

て

は

「

義

二
伊q
茸−

ooq

ω

昌
 

霧
」

と
、

そ
の

派
生
概
念
で

あ
る

「

忠

義

ご
傾

巴
蔓
」

と

が

い

さ

さ
か

混
同
し

て

い

る
よ
う
に

見
う
け
ら
れ
る

と

の

指
摘
を
は

じ

め、

新
渡

戸
の

「

義
」

が

パ

ウ
ロ

的
理

解
を
前
提
と
し
て

い

る

な

ら

ば
、

こ

こ

で

の

議

論
に

お

い

て

本
来
的
に

齟

齬
を
き

た
す
こ

と
、

韓
国
で

は

伝
統
思
想
と

し
て

の

儒
教
が

如
何
に

と

り
こ

ま
れ
て

い

る

の

か

に

つ

い

て

さ

ら
な
る

言
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及
を

要
す
る
こ

と、

ま
た

殉
教
精
神
の

純
粋
性
に

つ

い

て

は

武
士

的
精
神

の

純
粋
性
を
単
に

批

判
的
に

読
み
こ

む

だ
け

で

は

な

く
今
…

度
批

判
的
に

再
考
す

べ

き
で

あ
る
と
い

っ

た

示
唆
を

受
け
た

。

比
較
論
に

関
し
て

は、

釈
義
学
上、

比
較
自
体
が

「

意

味
領
域
の

重
な
り

」

を
は

か

る
も
の

で

あ

る
と

の

コ

メ

ン

ト
を

受
け、

発

表
者
か

ら

は
、

比

較
と

い

う
も
の

が
た
だ

理
解
や

解
釈
の

た

め

だ

け
で

は

な
く
説

明
の

道
具
と

し
て

も

使
わ

れ
る

と

の

レ

ス

ポ

ン

ス

が

な
さ

れ

た
。

さ

ら
に

フ

ロ

ア
か

ら
は

愛
や

平
民
道
へ

の

射
程
に

関
わ
る

質
問
な

ど
も

出
さ

れ、

そ

う
し

た
議
論
の

な
か

で

本
パ

ネ

ル

の

意
義
が

い

っ

そ
う

鮮
明
と

な
っ

た
。

キ
リ
ス

ト
教
思
想
の

新
し

い

可
能
性

　
　

ー
「

宗
教
と

科
学
」

の

問
題
圏
よ
り

ー

　
　
　
　
　

代
表
者
　
　
±

尸

名
（

疋

道

コ

メ

ン

テ

ー

タ
・

司
会

　
今
井
尚
生

124

科
学
と

神
学

　
　
　
　

対
話
の

地
平

i

（1216）
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本
発
表
の

テ

ー
マ

は

「

科
学
と

神
学
の

対
話
」

で

あ
る

。

こ

こ

で

ま

ず、

そ
も

そ

も
科
学
と

神
学
が

対
話
を
す
る

必
要
が

あ
る

の

か
、

と

い

う

疑

問
が
生
じ

る
か

も
し
れ

な
い

。

神

学
の

側
に

立
て

ば、

神
学
の

学
問
性

を

証
明
す
る

た

め

に

科

学
と

の

対
話
が

必
要
で

あ
る
と

い

う
こ

と

に

な

る

だ

ろ

う
。

科
学
の

側
に

立
つ

と
、

現
代
に

お

い

て

近

代
科
学
の

方
法
論
が

根
本
的
な
欠

陥
を

有
し
て

い

る

こ

と

が

明
ら
か

に

な
っ

て

い

る

た

め、

科

学
が

こ

れ
ま
で

排
除
し
て

き

た

領
域
（
宗
教
も
そ

の
一

つ

で

あ

る）

を

見

直
す
必
要
が
生
じ
て

き
た

と

言
っ

て

よ

い

だ

ろ

う
。

こ

の

二

つ

の

必
要

性

は
、

根
本
に

お

い

て

つ

な

が

っ

て

い

る
。

す
な
わ

ち
、

神
学
の

学
問
性
を

問
う
と

い

う
こ

と
は、

単
に

神
学
と

科
学
の

共
通
点
を

挙
げ
る

と

い

う
こ

と
で

は

な
く、

近

代
科
学
の

限
界
を

乗
り
越
え
る

手
段
を

神
学
は

提
供
で

き
る

の

か

と
問
う
こ

と

で

も

あ
る

。

　
次
に

、

科
学
と

神
学
の

対
話
を
可

能
に

す
る

た

め

の

地
平
が

ど
こ

に

開

か

れ

る

か

を
考
え
る

。

一

般
的
に

は、

科
学
の

出
発
点
と

な

る

経
験
は

客


