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の

く

こ

と

ば
V

自
身
が
自
ら

に

隔
た

り
を

置
く
こ

と

な
く
自
ら

顕
に

な
る

よ

う
な

も
の

と

さ

れ

る
。

こ

の

く

こ

と
ば
V

は

見
え

る
よ
う
に

す
る

こ

と

ば
で

は

な

く
、

見
え
な
い

根
源
的
な

印
象、

情
感
的
な

パ

ト
ス

で

あ
る

。

〈

生
〉

や

ア

ン

リ

の

言
う
「

キ
リ
ス

ト

教
の

へ

真

理
〉

」

も
こ

の

よ
う

な

A

こ

と

ば
〉

で

自
ら、
顕
れ、

他
な
る

基
準
に

拠
る

こ

と

な

く
自
ら

を
証
し

立
て

る

の

で、

こ

の

く

生
V

や
〈

真
理
〉

は

「

世
界
の

こ

と

ば
」

や
思
考

で

は

捉
え
ら
れ

な

い
。

そ

う
で

あ
る

な

ら
、

こ

の

〈

真
理
〉

が

〈

真
理
〉

で

あ
る

と

い

か

に

し
て

わ

れ
わ

れ
は

実
感

す
る

の

か
。

そ
し

て
、

こ

の

〈

真
理
〉

に

つ

い

て

の

思
考
で

あ
る

「

キ

リ

ス

ト

教
の

哲
学
」

そ

の

も

の

の

正

当
性
は

何
に

存
す
る

の

か
。

　

ア

ン

リ
に

よ

れ
ば、

「

キ

リ
ス

ト

教
の

哲
学
」

の

解
明
は

、

「

諸
存
在
に

何
か

を

考
え
さ

せ

る
の

で

は

な

く、

何
か

を

行
わ

せ

る
」

も
の

で

あ
る

。

つ

ま

り
、

「

キ

リ
ス

ト
教
の

哲
学
」

の

自
証
が

完
結
す
る

の

は
、

こ

の

哲

学
と

出
会
っ

た
生

け
る

者
た
ち

に

「

何
か

を

行
わ
せ
」

た
こ

と

に

よ

っ

て
、

ま
た
そ
の

行
為
・

実
践
に

よ

っ

て

で

あ
る

。

行
為
や

実
践
を

促
す
こ

と

が

で

き

る
の

は
、

「

何
か

を

考
え
さ

せ

る
」

も
の

に

過
ぎ
な

い

「

世
界

の

こ

と

ば
」

で

は

な

く、

「

へ

生
〉

の

〈

こ

と

ぼ
〉

」

で

あ．
る

。

　

で

は
、

こ

の

「

キ

リ

ス

ト

教
の

哲
学
」

は

い

か

に

し
て

「

何
か

を
行
わ

せ

る
」

哲

学
と
な

り

得
た
の

か
。

そ

れ
は

ま

さ

に

「

キ

リ

ス

ト

教
の

哲

学
」

と

な

っ

た

こ

と、

つ

ま
り、

門

生
の

現
象
学
」

が

キ

リ
ス

ト

教
を

哲

学
の

う
ち

に

取
り

込

ん

だ
こ

と

に

よ

る

の

で

は

な
い

だ

ろ
う
か

。

こ

の

問

い

に

答
え

る

た

め

の

ヒ

ン

ト

と

な

る

の

が

『

キ

リ

ス

ト

の

こ

と

ぼ
』

（

二

〇
〇
二
〉

の

な

か

で

論
じ
ら

れ
て

い

る、

「

キ

リ
ス

ト

が

人

間
に

語

る

こ

と

ば
」

で

あ
る
。

キ

リ

ス

ト
が

人

間
に

語
る

こ

と

ば、

た

と

え

ば

「

汝
の

敵
を
愛
せ
」

と

い

う
こ

と

ば

は、

「

世

界
の

こ

と

ば
」

と

し
て

提

え
れ
ば
理

解
し

が

た

い

矛

盾
で

あ

る

が
、

こ

の

こ

と

ば
は

「

掟
」

と
し
て

人
間
に

差
し

追
り、

何
ら
か

の

感
情
を

抱
か

せ
、

何
ら
か

の

行
為
へ

と

駆

り
立
て

る
。

　
「

生
の

現
象
学
」

の

こ

と

ば

は、

内
在

的
な

生
の

内

的
構
造
の

解
明
を

目

的
と

し

た

「

世
界
の

こ

と

ば
」

で

あ

り
、

わ
れ

わ
れ
に

情

感
的
に

迫

り
、

行
動
や

感
情
を

促
す
「

〈

生
〉

の

〈

こ

と

ば
〉

」

で

は

な
か

っ

た
。

「

キ

リ
ス

ト

教
の

哲
学
」

は、

自
ら

が

「

何
か

を
行
わ
せ

る
」

哲
学
で

あ

る

こ

と

を
自
ら
に

要
請
す
る

の

で、

ア

ン

リ
は
、

感

情
や

行
為
を
喚
起
す

る

聖

書
の

こ

と

ば
を

自
ら
の

哲
学
に

絡
み

合
わ

せ
、

「

キ
リ

ス

ト

教
の

哲

学
」

を

「

何
か

を

行
わ

せ

る
」

も
の

に

し
た

。

自
ら

顕
れ
る

「

キ

リ
ス

ト

教
の

哲
学
」

の

真
理

性
は

、

こ

の

哲
学
が

「

何
か

を

行
わ

せ

る
」

こ

と

に

よ

っ

て

生

け
る

者
に

確
証
さ

れ、

そ

れ
と

同
時
に、
「

キ

リ

ス

ト

教
の

哲

学
」

自
身
も

生
け
る

者
に

「

何
か

を

行
わ
せ

る
」

こ

と

に

よ

っ

て

完
結
す

る
。

「

生
の

現
象
学
」

か

ら

「

キ

リ
ス

ト

教
の

哲
学
」

に

至
っ

て、

ア

ン

リ

は

自
ら
の

哲
学
の

内

容
を、

こ

の

哲
学
の

語
り
方
に

よ
っ

て
、

「

〈

生
〉

の

〈

こ

と
ば
〉

」

を
通
し

て

体
現
し
た

の

で

あ
る

。

ヨ

ー

ロ

ッ

パ

・

キ

リ
ス

ト

教
の

「

信
」

　

　
　

　

坂
凵

ふ

み

氏
の

考
察
を

踏
ま

え

て

ー

若

林

裕

　
一

世
紀
に

萌
芽
し
た
キ

リ

ス

ト

教
の

広
が
り
は、

二

世
紀
以
降
に

は

ヘ

レ

ニ

ズ

ム
・

ロ

ー
マ

世
界
の

広
範
囲
に

及
ぶ

。

そ

れ

に

伴
い
、

キ
リ
ス

ト

308（1400）
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信
仰
の

教
理
が

二

つ

の

主
要．
目

的
を
も
っ

て

再
思
考
さ
れ
た

。

　一

つ

は、

そ
の

信
仰
を
異

文
化

世
界
に

適
合
し
て

説
明
す
る

こ

と

で

あ
り

、

も
う
一

つ

は、

必
ず
し
も
一

様
で

は

な

か

っ

た
キ

リ
ス

ト
理
解
を
包

括
的
に

統
合

し
、

極
端
な
偏
向
を

除
去
す

る

た

め
だ
っ

た
。

四
世
紀
以
降
は

そ

こ

に
、

ロ

ー

マ

帝
国
の

意
向
も

強
く

入
り
込
み、

公

会
議
を
も
っ

て

古
代
教
会
の

教
義
論
争
が

な

さ

れ
た

の

で

あ
る
。

そ
れ
を

我
々

は
、

ど
の

よ

う
に

評
価

で

き
る

だ

ろ

う
か

。

　
『

個
の

誕
生
』

『

信
の

構
造
』

（
い

ず
れ
も

岩
波

書
店）

を

著
し
た

坂
冂

ふ

み

氏
は
、

古
代
教

会
に

お

け
る
そ
の

熾
烈
な

論
争
の

重
要
な

果
実
と

し

て
、

「

個
」

を

捉
え
る

新
た

な

存
在
論
の

誕
生
を

語
る

。

そ
れ

が

顕
な

仕

方
で

後
世
に

伝
わ
っ

た

訳
で

は

な
い

が
、

ヨ

ー

ロ

ッ

パ

・

キ
リ
ス

ト
教
信

仰
の

背

景
と

な
っ

て

い

る

こ

と

を

言
う。

通

常
、

「

個
」

と

い

え
ば、

近

代
の

西
欧
の

事
柄、

ま

た

キ

ル

ケ

ゴ

ー
ル

か

ら

始
ま
る

実
存

哲
学
の

系
譜

を

考
え
て

い

た

が
、

著
者
は、

そ

の

源
流
と

し
て

古
代
教
会
に

遡
る

の

で

あ
る

。

否、

正

確
に

は、

そ

の

「

個
」

の

源
流
の

源
流
と

で

も

言
う
べ

き

も
の

と
し
て

、

「

イ
エ

ス
」

の

存
在
に

言
及
す
る

の

で

あ

る
。

そ
の

イ
エ

ス

は、

「

神
へ

の

愛
と

隣
人
へ

の

愛
」

と

い

う
二

つ

の

「

愛
」

を

説
い

た

人

物
と

言
う

。

思
う
に

、

「

愛
」

と

は

人
の

心
の

深
い

要
請
で

あ

り、

他

者
に

対
す

る

人
の

愛
は

「

利
他
」

と

も
置
き

換
え
ら

れ

よ

う
。

こ

れ

を

横

軸
に、

人
の

神
に

対
す

る

信
頼

、

す
な
わ
ち
「

神
と

我
」

と

い

う

縦
軸
の

関
わ

り
が

確
立
さ

れ
る

の

で

あ
る

。

　

そ
の

愛
を
説
い

た
イ

エ

ス

は
、

結
果
的
に

は
、

十
字
架
刑
と

い

う

無
残

な

殺
さ

れ

方
を
す
る

。

著
者
に

よ

れ
ば、

キ
リ
ス

ト
の

そ
の

死
を
正

当
化

す
る
た

め
、

福
音
書

記
者
た

ち

は

「

復
活
」

と

い

う
解
釈
を
与
え、

パ

ウ

ロ

は
よ

り

積
極
的
な
「

贖
罪
」

と

い

う
意
味
を

付
与
し

て

字
宙
的

・

世
界

的
ド
ラ

マ

を

築
き

上
げ
た

と

い

う
の

で

あ
る
〔
こ

の

あ
た

り、

新
約
学
的

検
証
か

ら

す
れ
ば、

多
少
の

異

論
は

あ
る

が）
。

後
の

三

位
一

体
論

、

キ

リ

ス

ト

論
を
め

ぐ
る
論
争
の

眼
目
も

、

こ

の

「

キ

リ

ス

ト
」

の

評
価
を
め

ぐ

っ

て

の

も
の

だ
っ

た
。

す
な

わ

ち、

「

キ

リ
ス

ト

は

神
か

人
か
」 、

「

神

で

あ
り
人
で

あ
る

な
ら

ば、

ど

の

よ

う
な

仕
方
で

そ

う
な

の

か
」

と
。

こ

の

消
息
に

関
し

て

著
者
は、

公
会

議
で

使
用
さ

れ

た
ギ
リ
シ

ア

語
と

ラ

テ

ン

語
に

着
目
し

、

論
述
す
る

。

そ
し

て
、

ニ

カ

イ

ア

か

ら
カ

ル

ケ

ド

ン

に

至

る

論
争
の

着
地

点
は

、

「

神
は
→

つ

の

ウ

シ

ア

（

実
体）

と

三

つ

の

ヒ

ュ

ボ
ス

タ
シ

ス

（

ペ

ル

ソ

ナ）

を

持
ち、

キ

リ
ス

ト

は

二

つ

の

ピ

ュ

シ

ス

（
本
性）

を
持
つ

一

つ

の

ヒ
ュ

ボ
ス

タ
シ

ス

（
ペ

ル

ソ

ナ）

で

あ
る
」

だ

っ

た
。

こ

の

「

三

が
…
」 、

「

二

が
一
」

は、

パ

ル

メ

ニ

デ
ス

以

来
の

矛
盾

律
・

同
一

律
か

ら

す
れ

ば
、

明
白
な

背
理
だ
が
、

著

者
は
、

上
述
の

「

ヒ

ュ

ボ
ス

タ
シ

ス

冂

ペ

ル

ソ

ナ
」

の

概
念
を
注
視
し

、

そ
こ

に

「

個
」

の

概

念
の

誕
生
と

い

う

積
極
的
な

意
味
を

指

摘
す
る
。

す
な

わ

ち
、

キ
リ
ス

ト

教
は

こ

こ

に

独
自
の

存

在
論
を
持
ち
、

そ
の

用
語
並

び
に

思
考
枠
を
借
用

し
て

き
た

、

「

普
遍
」

を
志

向
す
る

ギ

リ
シ

ア

哲
学
と

袂
を

分
か

つ

た

の

で

あ
る

。

　

さ

て、

そ

の

「

個
」

の

個
た

る

と

こ

ろ

は
、

キ

リ

ス

ト

だ
ろ

う
。

た

だ

し

「

個
」

は
、

我
々
一

人
一

人
に

も

敷
衍
さ

れ
る

。

「

ヒ

ュ

ボ
ス

タ

シ

ス

（
原

意
は
沈

殿
）

11
ペ

ル

ソ

ナ
（
原

意
は

仮
面
ご

に

基
づ

く
「

個
」 、

そ

れ
は
一

方
で

は

「

存
在
の

中
の

流
れ

の

留
ま

り
」

と

し

て

旧

来
の

存
在

論

か

ら
は

離
れ

た

も
の

で

あ
り

、

→

方
で

「

舞
台
の

仮

面
」

と

し
て

他
者
と

の

関
係
性
を
も

つ

も
の

と

し
て

の

ダ
イ

ナ

ミ

ッ

ク

な

概
念
な
の

で

あ
る

。

著

者
は
、

「

こ

の

強
い

力
を

秘
め
た

概
念
を

古
代
の

思

想
・

文

化
に

対
抗

し

て

取
り

出
さ

ざ
る

を
え
な
い

状
況
に

思
想
家
た

ち
を
駆
り

立
て

た
原
動

（140／）309
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力
が
、

イ

エ

ス

の
、

あ
ら
ゆ

る

既
存
の

も

の

を
の

り
こ

え
て、

裸
の

個
人

と

し

て

の

愛
を

説
い

た

こ

と

ば

で

あ
っ

た

こ

と

も

ま
た、

明
ら

か

で

あ

ろ

う
」

（

『

個
の

誕
生
』

二

八

二
、

二

八
三

頁）

と

い

う
。

そ
の

「

愛
の

こ

と

ば
」

の

射
程
は
ど
こ

ま

で

及
ぶ

の

か
。

そ

れ

は

問
わ
れ

続
け
ね

ば
な

ら

な

い

だ
ろ

う。

と

も
あ
れ

、

正

負
の

視
座
の

み

で

は

括
り

得
な
い

ヨ

ー

ロ

ッ

パ

・

キ

リ
ス

ト
教、

な
か

ん

ず

く
宗
教
史
と

い

う
も

の

の
一

段
面
を
こ

こ

に

垣

間
見
せ

ら

れ
る
思
い

が

し

た
。

ト

マ

ス

・

ベ

リ

！

神
父
に

み

る

自
然
と

身
体

　

ー
大
い

な
る

業
の

た
め

に

木

村
　
武
　
史

　

地

球
環
境
聞
題
に

代
表
さ

れ

る

サ
ス

テ

イ
ナ

ビ

リ
テ
ィ

問
題
に

諸
宗
教

が

い

か

に

対
応
し

て

い

る

か

と

い

う
比

較
宗

教
学
的
視
点
か

ら

現
代
ア

メ

リ
カ

社
会
の

代
表
的
エ

コ

神

学
者
の
一

人
で

あ
る

ト
ー

マ

ス

・

ベ

リ
ー

の

著
作
を

取
り

上
げ
る

。

地
球
環

境
問
題
を
引
き

起
こ

し

て

い

る

現

代
文
明

か

ら
サ

ス

テ

イ

ナ

プ
ル

な
次
世

代
エ

コ

文
明
へ

の

移
行
を
進
め

る

歴
史
的

役
割
を
「

大
い

な

る

業
」

と

呼
ぶ

ベ

リ

ー
の

立

場
は、

テ

ィ

ヤ

！

ル

・

ド
・

シ

ャ

ル

ダ
ン

に

倣
っ

て

宗
教
と

自
然
科
学
を

融
合
す
る

試
み
で

も
あ

り、

世
代
間
倫
理

問
題
へ

の
｝

つ

の

解
答
で

も
あ
る

。

　
ベ

リ
ー

の

地
球
環
境

問
題
に

関
す
る
一

つ

の

立

場
は

次
の

よ

う
に

言
え

る
。

歴

史
的
現
在
は
生

物
多
様
性
が

爆

発
的
に

増
加
し
た

新
世
代
の

終
わ

り
に

差
し

掛
か

っ

て

い

る
。

生

命
に

充
ち

満
ち

た

新
世

代
を
終
わ

り
に

至

ら

せ

よ

う
と

し
て

い

る

の

は

近
代
の

文

明
で

あ
り、

人
為
的
に

引
き
起
こ

さ

れ

て

い

る
。

こ

の

点
が

そ
れ

以
前
の

地
球
上
に

お

け
る

生

物
（
例
え

ば

恐
竜
）

の

絶
滅
と

異
な
る

。

以
前
は

あ
る

種
の

生

命
種
が

絶
滅
す
る
と

い

う

認
識
は

持
た
な
か
っ

た

が、

科

学
的
知
見
を
持
つ

現
代
の

我
々

は
、

生

物
多
様
性
が

減
少
し
て

い

る、

あ
る

生
物
種
が

絶
滅
し
て

い

る

と

い

う

知

識
を

持
っ

て

い

る

以
卜
、

意

識
的
に

意
志
を
持
っ

て

次
世
代
エ

コ

文
明
の

創

出
に

取
り

組
ま

な
く
て

は

な
ら
な

い
、

そ
れ

が

現
代
世
代
に

課
せ

ら

れ

た

大
い

な
る

業
で

あ
る
、

と

い

え
る

。

　
ベ

リ
ー

は

少
数
先
住
民
族
社
会
や

近
代
以
前
の

ヨ

ー
ロ

ッ

パ

社
会
で

世

界
創

成
神
話
が

機
能
し

て

い

た、

つ

ま
り

旨
po

賦
o
昌

巴

皀
旨
犀
o
δ
頴
く

で

あ
っ

た
こ

と
を

念
頭
に
、

自
然
科
学
が

発
展
し
、

資
本
主

義
経
済
が

跋
扈

す
る

現
代
で

は
、

聖
書
の

創
世
記
に

見
ら

れ
る

神
に

よ

る

世
界
創
造
の

神

話
は
も
は

や
h

§
o
江
o
口

巴

ヨ
団

誓
90
鐙
団

で

は
な
い

と

す
る

。

で

は、

何

が

代
わ
り
に

な
る

の

で

あ
ろ

う
か

。

科
学
的
知

見
に

基
づ

い

た

宇
宙
論
と

地

球
の

歴
史
の

物
語
が

現

代
社
会
に

お

け

る
｛

§
o
自
o
＝

巴

ヨ
図

些
90
瞬

団

と

な

り

得
る

。

ブ

ラ

イ
ア

ン
・

ス

ウ

ェ

イ

ン

と

の

共
著、

日
げ
¢

d
コ

ナ

く
Φ
「
ω

 

ω

δ
煢
は

ビ

ッ

グ
・

バ

ー

ン

に

始
ま

る
宇

宙
の

歴
史
か

ら

銀
河
の

形

成
を

経
て

地
球
の

生

成
と

生

命
の

誕
生
と

進

化
の
→

連
の

流
れ
を
「

物

語
」

と

し

て

構
成
し
よ

う
と

し

た

試
み

で

あ
り、

→
げ
Φ

O
冨
鉾

乏
c

降
の

た

め

の

神

話

創
出
で

あ

る
と

い

え
る

。

い

わ

ゆ
る

地

球
の

「

自
然
」

と

は
、

こ

の

よ

う
な
宇
宙

論
的
な
歴
史
を
背
景
に

も
っ

た

も
の

で

あ
る。

そ

し

て、

重

要
な

点
は、

こ

の

生
態
系
で

あ
る

自
然
の

生

命
体
の
一

部
で

あ

る

人

間
が

知
能
を
持
ち、

宇

宙
の

歴
史
を
知
る

こ

と
が
で

き
る

よ

う
に

な

っ

た

と
い

う

進
化
の

到
達
点
は
、

宇
宙
が

自
ら
を
人

間
を
通
し
て

自
己

認

識
的
に

知
る

よ

う
に

な
っ

た

こ

と

を

も
示
し
て

い

る。

310（14  2）

N 工工
一Eleotronlo 　Llbrary 　


