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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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と

現
実
態
の

ズ

レ

が

大
き
い

。

世
俗
主

義
国
家
ト
ル

コ

も
国
家
か
ら
分
離

独
立

し
た

「

教
会
制
度
」

を

創
設
す
る

こ

と

な

く、

顕
著
に

イ

ス

ラ

ー

ム

社
会
で

あ
り
続
け
て

い

る
。

な
お
、

以

上
の

宗
教
の

現
実
態
は

す
べ

て

多

数
派
宗
教
の

現
実
態
を

概
観
し
た

が、

少
数
派
宗
教
は

多
数
派
宗
教
の

現

実
態
の

な

か
で
、

そ
れ

と

妥
協
し

つ

つ
、

独
自
の

現
実
態
を

保
持
す
る

。

少
数
派
宗
教
に

と
っ

て

現
実
態
は

彼
ら

の

帰
属
意
識
の

表
現
と

し
て
、

多

数
派
宗
教
の

場
合
と
は

異
な
る

重

要
性
を
も
つ

。

　
（
三
）

宗
教
の

現
実
態
の

理
解
と

宗
教
学

　
　
ど

の

宗
教
伝
統
に

お

い

て

も
、

宗
教
の

現

実
態
は

そ
の

宗
教
共

同

体
の

あ

り
方
を

基
盤

に

存

続

し、

現
実
態
が

そ
の

共
同
体
を
再
生
産
す
る

手
段
に

な

っ

て

い

る
。

物
心

の

つ

く
子
供
が

見
慣
れ

る

風
景、

鐘
や
祈
り
の

音、

祭
り
の

楽
し
さ
が

宗

教
を
宗
教
と

し

て

意
識
す
る

こ

と

な
く
宗
教
に

接
す
る

場
面
で

あ
る

。

無

文
字
社
会
で

は

儀
礼
が

重
要
な
宗
教
教
育
を
担
っ

た

が
、

今
日

で

も
そ
の

機
能
を
引
き
継
い

で

い

る
。

宗
教
の

現
実
態
は

教
義
か

ら

逸
脱
す
る

だ

け

で

は

な
く、

理

念
や

教
義
へ

の

通
路
と

な
っ

て

い

る

こ

と
を
思

想
研
究
も

無
視
す
べ

き
で

な
い

。

神
道
と

仏
教
と
い

う
異
質
な

宗
教
の

共
存、

矛
盾

を
感
じ
ず
に
双
方
に

帰
属
す
る

宗
教
意
識
を
支
え
る

基

盤
に

日

本
的
宗
教

の

共
同
体
と

そ

の

現
実
態
が

あ
る

と

解
釈
で

き
る

。

そ

れ

は

仏

教
の

み

の

制
度
化
で

は

解
明
で

き
ず

、

民
族
宗
教
と

し
て

の

神
道
の

宗
教
共
同
体
を

積
極
的
に

評
価
す
る

方
法
を
工

夫
し
な
け
れ
ば

な
ら

な
い
。

宗
教
の

現
実

態
を
解
明
す
る

に

は
、

古
典
的
な

宗
教
理
論
が

使
え
な
い

の

で

は

な

い
。

宗
教
の

統
合
的
理
解
を

求
め

る

宗
教
学
に
と

っ

て
、

宗
教
の

現
実
態
の

研

究
は

試
行
錯
誤
の

機
会
を

与
え
る

と

思
わ

れ

る
。

幸
福
の

宗
教
学

　
　

　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

　
　

関

　
　「

敏

　
ス

カ

ブ

ラ

は

役
立
た

ず
だ

が
仲
間
を
笑
わ

せ

た

り
鼓

舞
し
た

り
す
る

筑

豊
の

坑
夫
の
一

類
型
で

あ
る

。

仕
事
に

は

勤
勉
で

な
い

の

に
、

そ
こ

だ

け

は

え
ら
く
勤
勉
に

坑
道
を
上

り
下
り
し
て

時
間
を

見
て

は

そ
れ

を

告
げ
に

降
り
て

く
る

こ

の

人
物
像
は
、

ま
る

で

自
ら
が
時
を

刻
む

振
り
子
の

よ

う

で

あ
る
（
上

野
英
信
「
地
の

底
の

笑
い

話
』

）

。

こ

う
し

た

人
物
の

も
つ

微

妙
な
魅
力
と

能
力
は
、

個
人
を
切
り
と
る

生
産
性
の

指
標
か

ら
は
と
ら
え

き
れ

な
い

。

最
小

単
位
の

冒
臼

≦
α
仁

巴

で

は

な
く

、

あ
ら

か
じ
め

社
会

性
を

含
み

こ

ん
だ

宮
讒
o
昌

（
人
と
な

り）

と

し
て

あ
い

だ
の

成
果
を
こ

そ
測
る

べ

き
で

あ
る

。

　

六
年
前
か

ら
福
岡
市
史
民
俗
篇
に

か

か

わ

り、

こ

れ
ま
で

考
え
て

き
た

こ

と

を
日
常
的
な
マ

チ

バ

の

フ

ィ

ー

ル

ド

で

実
演

す
べ

く

試
み

て

い

る
。

配
布
資
料
は

そ
の

た

め

の

手
控
え
で

、

 
五

感
と
日
常

、

．
 
マ

チ
バ

の

幸

福、

 
友
だ

ち
と

仲
間、

が

主
た

る

課
題
で

あ
る
（
「

鳴
呼
1
閑
話
」

『

市

史
研
究
ふ

く
お
か
』

七

号
）

。

今
回
は

 
の

話
を

す
る

。

　

冨
O

官

器
ω

ω

の

訳
語
を
幸
福
に

す
る

こ

と
に

西
周
と

福
沢
諭

吉
は

あ
る

種
の

た

め

ら

い

を

感
じ

て

い

た

ら

し
い

（
山

田
洸

『

言
葉
の

思
想
史
』

）
。

幸
福
を
「

求
め

て

得
ら

れ
る

べ

き
福

祉
」

と

あ
え
て

形
容

句
つ

き
で

定
義

し
た

う
え
で

「

た

ま
さ

か
訪
れ

る

僥
倖
」

と

区
別
し
た

。

前
者
が
ハ

ピ

ネ

ス

の

条

件
付
き
訳
語
と

す
る
と
、

後

者
に

は

「

し
あ
わ

せ
」

「

さ
ち
」

の

語
感
が

あ
る

。

す
で

に

吾
々

の

用

法
に

は

両
者
を
区
別
す
る

意
識
が

薄
れ

て

し

ま
っ

て

い

る

が
、

元
来
「

仕
合
わ
せ
」

に

は
「

よ

い
・

悪
い
」

が

伴

っ

て

い

た
。

「

仕

合
わ
せ

の

よ
い

人
、

又
は

家
の

話
を

承
り
た
い
」

と

い

う．
自
項
目

め

の

問
い

は

そ
の
一

例
で

あ
る

（
柳
田
國
男
「

山

村
調
査
」

一
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