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過

程
と
見
る

か
、

お

そ

ら
く
評
価
は

分
か

れ

る

と
思
わ
れ
る

。

し
か
し

、

彼
に

お

い

て

そ

れ
ら

両
側
面
は

分
離
し

て

い

る

の

で

は

な

く、

表
裏
一

体

の

も
の

と

捉
え

ら
れ

る
こ

と

は

注
目
さ

れ
て

よ

い

の

で

は

な
い

だ
ろ

う

か
。

宗
教
伝
統
の

倫

理
的
意

義
を
め

ぐ
る
一

考
察

　
　

　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

　

飯
田

　
篤
司

　

現
代
の

倫
理

混
乱
の

中
、

世
俗

化
の

中
で

逓
減
し
つ

つ

あ
っ

た

宗
教
伝

統
を
は

じ
め

と

す
る

伝

統
的
価
値

観
や

共
同
体
の

意
義
が

改
め
て

問
わ
れ

て

い

る
。

例
え
ば

エ

ン

ゲ
ル
ハ

ー

ト
の

「

迷
走
」

に
も
見
る

こ

と
が

で

き

る

よ

う
に、

生

命
倫
理

問
題
に

お
い

て

は、
「

自
律
」

と

「

社
会
的
合
意
」

を
め
ぐ
る
相
克
は
、

一

つ

の

主
要
な
問
題
系
を

な
し
て

い

る
。

倫
理
学

説

史
的
に

は
、

こ

れ
は
近

代
に

お
け
る

リ
ベ

ラ

リ

ズ

ム
・

リ
バ

タ
リ

ア
ニ

ズ

ム

の

台
頭
と
、

そ
れ
へ

の

ア

ン

チ
テ

ー

ゼ

と

し

て

の

共
同
体
論
の

展
開
と

し
て

描
か
れ

る
。

宗
教
は
本

来
、

「

自
己

決
定
の

原
理
」

と
し

て

も、
「

社

会
的
合
意
へ

の

背
景
・

地
平
」

と

し
て

も
機
能
す
る

も
の

で

は

あ
る

が、

混
乱
の

中
に

「

指
針
」

を
指
し
示
し
う
る

希
望
と
し

て
、

宗
教
伝
統
の

現

代
的
意
義
も

語
ら

れ
て

い

る
。

た
だ
し

、

共
同

体
論
に

つ

い

て

は
、

共
同

体
自
体
が

多
義
的
で

歴
史
的
に

も
変
容
し

て

お

り
、

そ
の

「

共
同
体
」

の

輪
郭
の

不
明
瞭
で

あ
る

こ

と

の

み
な

ら

ず
、

そ
れ

が

「

暴
力
」

へ

と

転
化

す
る

権
力
論
的
視
座
が

欠
如
し
て

い

る

と
い

っ

た
問
題
が

付
き
ま
と

う
。

さ
ら

に

は

共
同
体
論
の

構
想
に
お
い

て

は
、

共

同
体
の

外
部
ヘ

グ

ロ

ー

バ

ル

化
社
会
の

中
で

の

そ

の

意
義
は

問
わ
れ
よ
う

。

宗
教

伝
統
の

意
義
を

論

ず
る

に

際
し
て

も
、

こ

う
し
た
問
い

は

不
可
避
で

あ
ろ

う
。

　
こ

う
し
た

問
題

意
識

を
踏
ま
え
つ

つ
、

宗
教
伝
統
の

意
義
を

再
評
価
す

る

試
み
と
し

て
、

ジ

ャ

ン

ニ

・

ヴ

ァ

ッ

テ

ィ

モ

の
「

宗
教
の

／
へ

の

回
帰
」

論
を
挙
げ
る

こ

と

が
で

き
よ
う

。

い

わ

ゆ

る

ポ

ス

ト
モ

ダ
ニ

ズ

ム

の

系
譜

に

属
す
る

ヴ

ァ

ッ

テ
ィ

モ

が
提
唱
す
る

「

弱
い

思

考
」

は、

解
釈
学
の

帰

趨
と

し
て

描
か
れ

、

「

す
べ

て

は

解
釈
に

ほ

か
な
ら
な
い
」

と
い

う
解

釈

一

元
論
を
透

徹
す
る

。

そ
れ
は

ニ

ー

チ
ェ

、

ハ

イ
デ
ガ

ー
の

形

而
上

学
批

判
を

受
け
て
、

絶
対
的
な
起
源
や

基

礎
づ

け
を

求
め

る

「

強
い
」

思

考
の

暴
力
性
を
批

判
せ
ん

と

す
る

倫
理

的
関
心
に

貫
か
れ
た
も
の

で

あ
る

。

ヴ

ァ

ッ

テ

ィ

モ

は

そ
の

受
肉
概
念
や

ケ
ノ

ー

シ

ス

概
念
の

解
釈
か
ら、

キ
リ

ス

ト

教
は
そ
の

当

初
か

ら
「

神
が

現
前
し
な
い
」

と
い

う
「

隔
た

り
」

を

内
包
し
て

お

り
、

む
し
ろ

キ

リ
ス

ト
教
史
を

辿
り

つ

き
得
ぬ

解
釈
の

歩
み

と

し
て、

本

質
的
な

偶
然
性
に

浸
食
さ
れ
た

不
断
の

自
己
創
造
と

し
て

見

な
さ
れ
る

。

そ
し
て

「

神
が

身
を
下
げ
る
」

と
い

う
ケ
ノ

ー

シ

ス

が

意
味

す
る
「

弱
さ
」

の

中
に

、

自
己
の

「

弱
い

思

考
」

と
の

本
質
的
な
同
一

性

を

見
て

と
り、

そ
の

非

暴
力
的
な
他
者
に

対
す
る

愛
の

教
説
に

今
日
的
な

意
義
を

置
い

て

い

く
．

こ

う
し

た
キ
リ
ス

ト
教

伝
統
の

理
解
は

倫
理
的
関

心

に
貫
か
れ
た
も
の

で

は

あ
る

が、

そ
こ

で

は
も
は
や

宗
教

的
伝
統
は

絶

対
的
な

指
針
を
指
し
示

す
基
盤
と
し
て

で

は

な
く

、

む
し
ろ

「

科
学
／

宗

教
」

と
い

っ

た

対
立
図

式
、

引
い

て

は

宗
教
の

「

真
理
」

自

体
を

溶
解
し

つ

つ
、

他
者
へ

の

開
放
性
を
可
能
と

す
る

地
平
と

し
て

宗
教
伝
統
に

光
を

当
て

る

も
の

で

あ
る

。

そ
れ
ゆ

え
単
な
る

復
古
的
な
伝
統
回
帰
は、

現

実

の

被
投
性
を

忘
却
す
る

反
動
主

義
と
し

て

斥
け
ら

れ
る

こ

と

と
も
な
る

。

　
こ

う
し
た

本
質
的
に

流
動
的
相
に

お

け
る

宗
教
伝
統
の

理
解
に
は

、

当

然
そ

の

妥
当
性
に

疑
義
も

寄
せ

ら
れ

よ

う
。

例
え
ば

実
際、
「

弱
い

思
考
／

強
い

思

考
」

と
い

う
区
分
さ
え

も
形
而
上

学
的
な
二

元
論
へ

と

転
化
し、

「

弱
い

思

考
」

は

「

基
準
」

と

し

て

機
能
す
る

の

で

は
と
の

批
判
が

な

さ
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れ
て

い

る
。

ま
た
、

そ
れ

が

「

キ
リ

ス

ト
教

伝
統
の

意
義
」

を

低
減
し

、

キ
リ

ス

ト

教
を

哲
学
化
し

矮
小
化

す
る

「

暴

力
」

と
も
批

判
さ
れ
る

。

た

だ
し

、

ヴ
ァ

ッ

テ

イ

モ

自

身
が
強
調
す
る

よ

う

コ

つ

の

解
釈
に

す
ぎ
な

い
」

と

す
れ
ば
、

「

キ
リ

ス

ト
教
と

は
い

か

な
る

自

画
像
を

受
け
入
れ

る

の

か
」

と
い

う
問
題
提
起
と

解
す
る

こ

と
が
で

き
よ

う
。

ま
た

、

キ
リ
ス

ト
教
的
諸

概
念
に

依
拠
す
る

そ
の

構
想
に

は、

グ
ロ

ー

バ

ル

化
社
会
に

お

け
る

有

効
性
も

問
わ
れ

よ

う
が

、

そ
も
そ
も
ヴ
ァ

ッ

テ

イ

モ

の

宗
教
理
解

が
普
遍
化
を
志

向
す
る

も
の

で

は

な
く
自
身
の

「

地

平
」

を
自

覚
し
た

倫

理

的
な

も
の

で

あ
る

が
ゆ

え
、

「

意
義
」

を

検
討
す
る

こ

と

は
む

し

ろ

他

文
化
圏
の

側
に

投
げ
か

け
ら
れ
る

こ

と

と
な
ろ

う
。

た
だ
し

、

R
・

ロ

ー

テ

ィ

ー
が

同
様
の

前
提
を

共
有
し
つ

つ

も、

地
平
と

し
て

の

伝
統
の

意
義

よ

り
も、

む
し
ろ

そ
れ

を
踏
ま
え

た
「

未
来
へ

の

志

向
」

を
語
る

よ

う
に

、

「

な
ぜ

伝
統
か

？
」

の

必
然
性
は

改
め

て

問
わ

れ
る

こ

と
と

は

な
ろ

う
。

宗
教
の

現
実
態
と

宗
教
の

諸
研
究
　
　
思
想
研
究
と
実
証
的
研
究

　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　

小
田

　
淑
子

　
（
一
）

問

題
提
起

　
　
宗
教
の

現
実
態
と
い

う
問
題
意
識
は
、

宗
教
行

事
に

参
加
し

つ

つ

公
然
と
無
宗
教
を
自
認
す
る

現

代
日
本
人
の

宗
教
状
況

に

由
来
す
る
が、

宗
教
の

現
実
態
は

ど
の

宗
教
に

も
見
ら
れ
る

。

宗
教
の

現
実
態
は

理
念
や

教
義
を
逸
脱
し

つ

つ

し
か
も
一

定
の

規

範
性
を
も
つ

宗

教
的
行
為
や
諸
観
念
で

あ
り、

日

本
で

は

主
体
的
信
仰
と
は
程
遠
く、

慣

習
と
し

て

根
強
く
存
続
す
る

祭
や

年
中
行
事
で

あ
る

。

そ
れ
は

聖
典
な
ど

に

基
づ

く
宗
教
思
想
研
究
で

は

無
視
さ
れ
て

き
た
研
究
対
象
で

あ
る

。

宗

教
の

現
実
態
は
、

宗
教
離
れ
と

い

う
意
味
で

の

世
俗
化
が
進
ん

だ
問
に

も

ず
っ

と

存
在
し
て

い

た
。

一

方
で

は
、

世
俗
化
論
は

イ
ス

ラ

ー

ム

復
興
の

よ
う
に

当

時
は
存
在
し
な
か
っ

た

宗
教
や

社
会
の

変
化
に
応
じ
て

再
考
を

迫
ら

れ
て

き
た

が、

他

方
で

は
、

当
時
の

理

論
が

看
過
し

た

問

題
も
あ

り
、

そ
の
一

つ

が

宗
教
の

現
実
態
で

は
な
い

だ

ろ

う
か

。

　
一

部
は

世
俗
化

論
の

再
考
と
関
連
し
つ

つ
、

宗
教
概
念
の

見

直
し

も
盛

ん
に

行
わ

れ
て

い

る
。

宗
教
の

現

実
態
を

宗
教

学
的
に

解
明
す
る

こ

と

は
、

宗
教
概
念
の

見
直
し
を
逆
方

向
か
ら
行
う
こ

と

を
意
図
し
て

い

る
。

日
本
の

宗
教
の

現

実
態
に

は、

仏

教
学、

民
俗
学、

宗
教
社
会

学
で

さ
え

単
独
で

は

解
明
し
き
れ
な
い

複
合

的
な

問
題
が
含
ま
れ
て
い

る
。

既
存
の

宗
教
理
論
の

批
判
か
ら
始
め

ず、

宗
教
の

現
実
態
と

い

う
研
究

対
象
に

従

来
の

諸
理

論
を
む
し
ろ

積
極
的
に

適
用
し、

で

き
る
か
ぎ
り
統

合
す
る

試

み
で

も
あ
る

。

　
（

二
）

宗
教
の

現

実
態
の

諸

相
　
　
伝
統
宗
教
が

存
続
す
る

か

ぎ

り、

そ
の

現
実
態
が
存
在
す
る

。

タ

イ
や

チ
ベ

ッ

ト
で

も
仏
教
と

民

間
信
仰
な

ど
が

混

在
し
て

い

る

が
、

仏

教
が

日
本
よ

り
明

示
的
に

意
識
さ
れ

て

い

る
。

そ
の

点
を

考
え
る
と

、

目

本
で

は

仏
教
以
上
に
神
道
と

い

う
基
盤

あ

る

い

は
枠
組
み

が
強
く、

そ
れ
が

宗
教

儀
礼
を

「

慣
習
」

で

あ
る
と

意
識

し
、

慣
習
が
一

種
の

規
範
性
を
付

与
し
て

き
た
よ
う
に

思
わ
れ
る

。

キ

リ

ス

ト

教
や

イ
ス

ラ

！

ム

の

現
実
態
に

、

教
義
か
ら
逸
脱
し
た

崇

拝
や

祈
願

が
含
ま
れ
る

こ

と

も
あ
る

と

し
て

も
、

そ
れ
ら
も
含
め

て

キ
リ
ス

ト

教
や

イ
ス

ラ

ー

ム

と
し
て

意
識
さ
れ
る

。

欧

米
で

世
俗
化
論
が
盛
ん
に

な
っ

た

折
、

教
会

礼
拝
に

参
加

す
る

信
徒
数
の

減
少
が
そ

の

指
標
と

し
て

使
わ

れ
、

宗
教
の

現
実
態
は
神
意
識
や

罪
意

識
な
ど
の

「

見
え
な
い

宗
教
」

に

求
め
ら
れ
た

。

だ

が、

欧
米
お
よ
び
世

界
各
地
の

キ
リ

ス

ト
教

社
会
で

、

教
会
の

可

視
的

存
在
と

意
味
は
持

続
し
て

い

る
。

イ
ス

ラ

ー

ム

で

は

五

行

の

儀

礼
は

教
義
と

の
一

致
が
顕
著
だ
が、

シ

ャ

リ

ー
ア

と

ウ

ン

マ

の

理

念
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