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パ ネ ル

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
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科
学
と

神
学

　
　
　
　

対
話
の

地
平

i
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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
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観
的
な
も

の

と

し
て

認
め
ら

れ
て

い

る

の

に

対
し
て
、

神
学
の

出

発
点
と

な

る

経
験
は
、

信
仰
の

よ

う
に

主

観
的
な
も
の

に

す
ぎ
な

い

と

考
え
ら
れ

て

い

る
。

し

た

が

っ

て、

両
者
は

そ
の

出
発
点
の

段
階
で

別
次
元
に

あ
る

た

め、

対
話
の

地
平
な
ど

開
か

れ

て

い

な
い

よ

う
に

思
わ

れ
る

。

　

そ
こ

で

神
学
者
の

バ

ネ
ン

ベ

ル

ク

は、

「

す
べ

て

の

も

の

を

神
と

の

関

係
に

お

い

て

考
え
る

」

と
い

う
視
点
を

取
り
入

れ

る
．

つ

ま
り、

白
然
科

学
の

対

象
と

な
る
自
然

現
象
を
神
と

の

関
係
に

お

い

て

考
え、

そ

の

説
明

が

客
観
性
を

持
つ

と
認
め
ら

れ
る

場
合
に

は、

神
学
が

科
学
と

同
じ

地
平

に

立
っ

て

い

る

こ

と
が

証

明
さ

れ

た

と

す
る

の

で

あ
る

。

こ

こ

で

は

神
の

存
在
が

前
提
さ

れ
て

い

る

わ

け
だ

が、

こ

れ

を
一

種
の

仮
説
と

し

て

用

い
、

そ
の

説
明
が

客
観
性
を

持
つ

こ

と

が

示
さ

れ
る

範
囲
に

お

い

て、

そ

の

仮
説
の

正
し

さ

も
認
め
ら
れ
る

と

考
え

る

の

で

あ
る

。

つ

ま

り、

科
学

と

神
学
は

扱
う
対
象
が

同
じ
で

あ
る

が
、

そ
こ

で

用
い

ら

れ
る
仮

説
が

異

な
っ

て

い

る

と

い

う
こ

と
に

な
る
。

　

し
か

し
、

こ

こ

で

仮
説
と
な
っ

て

い

る

神
の

存
在
は

、

信
仰
者
の

主
観

的
な
経

験
に

す
ぎ
ず、

自
然

科
学
が

用
い

る

仮
説
と

同
等
に

扱
う
こ

と
は

で

き
な
い

の

で

は

な
い

か
、

と

い

う
反
論
が

考
え
ら
れ

る
。

自
然
科
学
に

お

い

て

前
提
と

さ

れ
る

自
然
現
象
の

存
在
は

客
観
的
な
も
の

で

あ
る

の

に

対
し
て、

神
の

存
在
は

主

観
的
で

あ
る

か

ら
、

仮
説
と

し
て

の

立
場
を
要

求
で

き
な
い

よ

う
に

思
わ
れ
る

。

し

か

し、

自
然
科

学
は

自
然
そ

の

も
の

で

は
な
く

自
然
現
象
（
自
然
の

現
わ

れ
方
）

を

扱
っ

て

い

る

の

で

あ
り

、

自
然
の

現
わ
れ

方
そ

の

も
の

は

主

観
的
な

認
識
に

よ

る

と

言
わ
な

け

れ
ば

な

ら
な
い

。

し
た

が

っ

て
、

そ

の

自
然
現

象
を

前
提
に

す
る

こ

と

と
、

神

の

存
在
（
こ

れ
も

神
の

現
わ
れ

方
に

す
ぎ
な
い
）

を

前
提
に

す
る

こ

と

は

同
等
の

仮
説
と

い

う
こ

と

に

な

る

の

で

あ
る

。

自
然
現
象
が
客

観
的
で

あ

る

と

考
え

る

の

は、

我
々

が

目
の

前
に

あ
る
事
物
を
知
覚
す
る

と

き

に
、

私
以

外
の

他
者
に

よ
っ

て

も

同
じ

事
物
が

同
じ

よ

う
に

知
覚
さ
れ
て

い

る

は

ず
だ
と
い

う
前
提
が
あ
る

か

ら
で

あ
る

。

し

か

し

こ

の

前
提
に

は

何
の

根
拠
も
な
い

。

根
拠
が

な
い

に

も
か

か

わ

ら

ず
そ

の

前
提
が

疑
わ

れ
な

い

の

は
、

我
々

が
そ

の

前
提
に

基
づ
い

て

生

活
し
て

い

て

何
も

不
都
合
を

感

じ
な

い

か

ら
に

す

ぎ
な

い
。

も
し
不

都
合
が
生
じ
た

場
合
に

は
、

そ

の

前

提
が

た

だ
ち
に

怪
し
い

も
の

と

な
る

の

で

あ
る

。

　
こ

れ

と

同
じ
こ

と

を
神
の

存
在
（
現

象）

に

あ
て

は

め

て

み

る

と、

現

代
に

お

い

て

は

神
の

存
在
を
前
提
に

し
て

生
活
す
る
と

様
々

な
不

都
合
が

生
じ

る

と

い

う
こ

と

が

分
か

る
。

近
代
科
学
の

成
功
に

よ
っ

て

決
定
論
的

な

自
然
の

見
方
が

当
然
の

こ

と

と

し

て

受
け
入
れ

ら

れ

た

た

め

に
、

神
の

存
在
が

不
要
な

も
の

に

な
っ

て

し

ま
っ

た

こ

と

も
、

そ

の

不
都
合
の

原
因

の
一

つ

で

あ
ろ

う
。

と

い

う
こ

と

は
、

そ

の

よ

う
な

不
都
合
を

取
り
払
う

こ

と

が
で

き

れ

ば
、

神
の

存
在
を

前
提
に

し

た

議
論
が

科
学
理

論
と

同
じ

地
平
に

立
つ

こ

と

を
妨
げ
る

も
の

は

な

い

こ

と

に

な

る

だ
ろ

う
。

し

た

が

っ

て

我
々

の

課
題
は
、

そ

の

不

都
合
を

取
り

払
う
た

め
の

新
し

い

思
考
の

枠
組
み
を

提
示
す

る

こ

と

に

な
る

。

美
の

イ

デ
ア

と

自
然
の

神
学

　
　

　
　

プ

ラ

ト
ン
、

数
学、

キ
リ

ス

ト
教

−

落

合

仁

司

（1217）

　
神
を

語
る

こ

と
に

お

い

て
、

譬
℃

母
o
び
o
置

あ
る

い

は

そ

の

構
成
要
素
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1

で

あ

る

隠
喩

ヨ
傘

毬
ぎ
話

は

不
可

避
の

方
法
で

あ
る

。

何
故
な

ら

神
を
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