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る

と

い

う、

一

つ

の

神
の

啓
示
と

行
為
と
の

歴

史
を
な
す

。

先
述
し
た
キ

リ
ス

ト
と
の

連

続
性
が
よ

り
包

括
的
に

な
り

、

聖
書
は
内
部
に

強
度
の

差

異
を
包
含
し
つ

つ
、

全

体
と
し

て

は

イ
エ

ス
・

キ
リ
ス

ト
と

い

う
統
一

性

を
維
持
す
る

こ

と

と
な
る

。

つ

ま

り
、

内
村
が
生
成
と
し
て

の

神
名
に
お

い

て
把
握
し
て

い

た
の

は
、

歴
史

的
な

時
間
の

中
に

グ
ラ

デ

ー

シ

ョ

ン

の

よ
う
に

生
成
し
て

く
る

神
で

あ
り

、

そ

の

生
成
の

内
に

人
間
の

救
済
に
関

わ
る
啓
示
と

恩
寵
と

を

与
え

続
け
て

く
れ

る

神
だ
っ

た
の

で

あ
る

。

　
こ

こ

か
ら
以
下
の

よ

う
に

考
え
ら

れ

る
。

救

済
史
の

主
体
で

あ
る
神
の

行
為
は

啓
示
の

グ

ラ

デ
ー
シ

ョ

ン

と
し

て

ア

ダ
ム

か
ら
使
徒
た
ち
に

至
る

ま
で

の

聖
書
の

記
事
全
て

を
連
続

的
に

貫
き

、

イ
エ

ス
・

キ

リ
ス

ト
に
お

い

て

最
も
純
粋
な

強
度
の

啓

示
に

達
す
る

。

逆
に

言
え
ば
、

聖
書
の

各
書

や
各
々

の

登
場
人

物
に
お
け
る

啓

示
は
、

強
度
が
弱
い

に
し
て

も、

イ
エ

ス
・

キ
リ
ス

ト

の

啓
示
と
の

同
一

性
な
い

し
は

連
続
性
を
有
す
る

。

聖
書

は

そ
の

内
部
に

強
度
の

差
異
と
全

体
的
な

統
一

性
を

持
つ

こ

と
と

な
り、

イ
エ

ス
・

キ

リ
ス

ト
と

の

同
一

性
と

不
純
物
で

あ
る

他
性
と
の

二

重
性
に

お
い

て

把
握
さ

れ

る

こ

と
と

な
る

。

啓
示
の

グ
ラ

デ

ー

シ

ョ

ン

に

よ

り、

微
弱
だ

が
、

し

か

し
確
か
な
イ
エ

ス
・

キ

リ

ス

ト
の

働
き
が

聖
書
全
て

に

見
出
さ
れ
る

。

神
名
解
釈
の

中
に

含
ま
れ

て

い

た
生

成
す
る

神
と

い

う
観

念
が

こ

の

グ

ラ

デ

ー

シ

ョ

ン

を
可

能
と

す
る

。

し
た

が
っ

て

内
村
の

救
済

史
的
な
聖
書
解
釈
を

支
え
て

い

る
の

は

神
の

啓

示
の

グ
ラ

デ

ー

シ

ョ

ン

で

あ
り、

そ
の

根
拠
の
一

つ

と

し
て

神
名
の

解
釈
が
あ
っ

た

と

結
論
づ

け
ら

れ
る
。

矢
内
原
忠
雄
と
新
渡
戸
稲
造

人
間
へ

の

眼
差
し

　

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

　
　
　

森
上

　
優
子

　

本
報
告
は
、

近

代
日
本
の

キ

リ
ス

ト
者
で

あ
る

矢
内
原
忠
雄

2

八

九

三

−
一

九
六
一
）

と
そ
の

師
で

あ
る
新
渡

戸
稲

造
（
一

九
六
二

ー
一

九
三

三
）

を
取
り
上
げ
て、

両
者
の

「

人
間
へ

の

眼
差
し

」

（
人
間
観）

の
一

端

を
明
ら

か

に

し

よ

う
と
す
る
も
の

で

あ
る

。

「

人
間
へ

の

眼
差
し

」

は
、

彼

ら
の

活
動
を
支
え
た

思
想
と
し

て

と
り
わ

け
重

要
で

あ
る

と

考
え
ら
れ
る

。

　

は
じ
め
に、

矢
内
原
の

理
想
と

す
る
人

間
像
を
み

て

み

よ
う

。

彼
は

人

間
の

育
成
に
際
し
て

「

品
性
」

を
重
視
す
る

。

彼
は

「

品

性
」

を
「

個
別

的
で

あ
り、

人
格
が
個
々

の

人
に
よ

っ

て

具
体
的
な
道

徳
的
性
格
を
帯
び

た

も
の
」

（
「

人
間

形
成
に

つ

い

て
」

『

矢
内
原
忠

雄
全
集』

二

十
一

巻）

と

規
定
す
る

。

彼
が
こ

の

よ

う
に
「

人
格
」

を

尊
重

す
る

根
底
に

は
、

人

間
に

「

道
徳
的
生

命
力
」

が
内
在
す
る
と
い

う
理

解
が

あ
り、

そ
の

源
泉

に

は
「

宗
教
」

の

存
在
が

あ
っ

た
。

彼
に

と
っ

て、

「

宗
教
」

と
は

ま

さ

し

く
キ

リ

ス

ト

教
の

意
で

あ
り

、

「

道

徳
的
生

命
力
」

と
は
キ

リ

ス

ト

教

倫
琿
を
指
す
も
の

で

あ
る

と

考
え
ら
れ
る

。

こ

こ

に
、

彼
の

キ
リ
ス

ト
教

信
仰
の

反
映
を
読
み

と

る

こ

と

が
で

き
る
で

あ
ろ

う
。

矢
内
原
は

、

教

育

を
「

人
間
を
作
り

直
す
こ

と
」

と
い

い
、

自
己

存
在
の

根
本
に

神
と
の

関

係
性
を
認
識

す
る

人
間、

別
言
す
れ
ば

、

信
仰
に

生

き
る

人
問
の

育
成
と

捉
え
た

の

で

あ
る

。

　

さ
て、

矢
内
原
の

信

仰
は、

日
本
の

民
主

化
に

対
し

て

独
自
の

理
解
を

与
え
る

も
の

で

あ
っ

た
。

「

日
本
の

民
主

化
が
可

能
で

あ
る

か

と
い

う
問

題
は

、

日
本

国
民
が

キ
リ

ス

ト
教
を
受
け
い

れ
る

か
、

キ

リ

ス

ト
を
信

ず

る

こ

と

が
で

き
る

か

と
い

う
こ

と
と
、

同
じ

問
題
な
の

で

す
」

（
「

日

本
の

民
主

化
は
可

能
で

あ
る

か
」

『

矢
内
原
忠
雄
全
集
』

二

十
巻）

。

こ

の

よ

う
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に、

通
常
は

政

治
思
想
で

語
ら
れ
る

こ

と
の

多
い

デ

モ

ク
ラ

シ

ー

を
宗
教

的
観
点
か
ら
指

摘
し、

宗
教
に

根
ざ
し
た

道
徳
的
主
体
と

し
て

人
間
を

捉

え、

重
視
し
た

。

　
つ

ぎ
に、

新

渡
戸

の

人
間
理
解
に

目
を
移
し
て

み
よ
う

。

新

渡
戸
は
矢

内
原
が
第
一

高

等
学
校
に

入
学
し
た

と

き
の

校
長
で

あ
り、

倫
理
の

授

業

を
担
当
す
る

な
ど、

積

極
的
に

人
格
教
育
を
実
践
し
た
人
物
で

あ
る

。

矢

内
原
に

「

新
渡
戸

先
生
よ

り
は

人
を

学
ん
」

（
「

内

村
鑑
三

と

新
渡
戸
稲

造
」

『

矢

内
原
忠
雄
全

集
』

二

十
四
巻
）

だ

と
い

う
言
葉
が

あ
る

が、

当

時
の

新
渡
戸

の

教
育
実

践
の

内
容
を
端
的
に

示
し
て

い

る
と

思
わ

れ
る

。

　

新
渡

戸
は

、

理

想
的
な
人

間
存

在
の

あ
り

方
と

し

て

「

ソ

シ

ア

リ
チ

ー
」

を
主

張
し

た
。

そ
れ
は

、

「

で

き
る

だ

け
大
き
い

寛
容
な
心
を

も
っ

て

人
と

和
し
て

行
く
こ

と
を
心
が

け
」

（

和
辻
哲

郎
）

る

こ

と
で

あ
り、

「

人
間
が

共
同
生
存
せ

ん
と

す
る

性
質
」

（
『

世
渡
り
の

道
』

『

新

渡
戸
稲
造

全
集』

八

巻
）

の

意
で

あ
っ

た
。

人
格
を
尊
重
す
る

こ

と
に

よ
る

入
間
の

共
生
を

説
く
も
の

で

あ
っ

た
と
言
え
る

。

人
間
相
互
の

尊
重
を
基
盤
と
す

る
「

ソ

シ

ア

リ

チ

ー
」

に

は、

万
人
に

宿
る

と

さ
れ
る

「

内
な
る

光
」

の

存
在
を

説
く
ク
ェ

ー

カ

i
派
を
通
じ
た

新
渡
戸
の

キ
リ

ス

ト
教

信
仰
が
大

き
な

意
味
を

有
し
て

い

た
。

そ
の

新
渡

戸
も
デ
モ

ク

ラ

シ

ー

に
つ

い

て

言

及
し
て

い

る
。

彼
は
、

『

武

士
道
』

に
お

い

て
日

本
入
の

道
徳
観
念
を
象

徴
さ
せ

た

武
十

道
に

デ

モ

ク

ラ

シ

ー

が

取
っ

て

代
わ
る

と
い

う

認
識
の

も

と
、

そ
れ
を
「

平
民
道
」

と

名
付
け
る

。

デ

モ

ク

ラ

シ

ー

を
「

道
」 、

す

な
わ
ち

道
徳
と

捉
え
る

の

で

あ
る

。

　

両

者
の

課
題
は

日
本
に

お

け
る
人
間
と

社
会
の

再
生
で

あ
っ

た
。

そ
れ

は
人

間
の

共
生

や
人
類
の

平
和
と
い

う

今
日

的

課
題
に

繋
が
る

も
の

と
し

て

再
検
討
す
る

必
要
が

あ
る

だ
ろ

う
。

近

代
日

本
思
想
の

宗
教
テ

ク
ス

ト

解

釈

　
　
　

ド

ス

ト

エ

フ

ス

キ

イ

と
聖
書
か

ら

ー

　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　

飯
島

　
孝

良

　

宗
教
に

ま
つ

わ

る

文

学
作
品
や

思

想
テ

ク

ス

ト
を

読
む
と

き
、

ど

の

よ

う
な
伝

統
や
文

化
を

批
判
し

受
け
継
こ

う
と

し

て

い

た

の

か

と
い

う
点

は
、

い

つ

で

も
起
こ

り

う
る

疑
問
で

あ
る

。

し
か
し
そ
の

と

き
、

思
想
の

根
拠
と

な
っ

た
テ

ク

ス

ト
と

そ
の

関
連
を
ど

う
分
析
す
る
か

、

非
常
に
デ

リ

ケ
ー

ト
な
問
題
を
呈

す
る

場
合
が
あ
る

。

た
と

え
ば

近

代
日

本
思
想
の

取
り
扱
い

に
関
し
て

は、

ひ
と
つ

に

は

『

ド

ス

ト
エ

フ

ス

キ
ー

の

哲
学
』

2
九
五

〇
）

と

い

う
討
議

録
に

例
を

と
る

こ

と

が
で

き
る
。

こ

れ

は
、

終
戦

直
後
と

い

う
東
西

思
想
の

瓦
解
と
再

構
築
が
求
め

ら
れ
る

転
換
期
に

あ
っ

て、

新
た
な
日

本

思
想
の

在
り

方
を
ド
ス

ト
エ

フ

ス

キ
イ

作
品
を

踏

ま
え
て

模
索
し
た

討
議
で

あ
っ

た
。

こ

の

中
で

森
有
正

は
、

ド
ス

ト
エ

フ

ス

キ
イ
思
想
の

根

本
に

は

「

福
音
書
の

中
の

イ
エ

ス
・

キ
リ

ス

ト
」

へ

の

信
仰
と

否
定
と

の

揺
れ

動
き
が

あ
る

、

と

非
常
に

重

要
な

指
摘
を

し
た

に

も
か
か
わ
ら
ず、

当
の

福
音
書
の

分

析
に

ま
で

は

論
を
進
め
て

い

な
い
。

こ

れ
は

森
だ
け
で

は
な

く
、

討
議
に

参
加
し

た
他
の

思

想
家
も

同
様
で

あ

り
、

そ
の

思
想
の

拠
り

所
た
る

経
典
や

テ

ク

ス

ト
に

ま
で

分

析
す
る

に

至

っ

て

い

な
い

の

で

あ
る

。

　
よ

り

具
体
的

な
例
と

し

て

ド
ス

ト
エ

フ

ス

キ

イ

の

『

悪
霊
』

を

挙
げ

る
。

こ

れ
は

近
代
ロ

シ

ア

が

自
由
意
志
を
重
ん

じ
る
余
り

、

急

進
的
ス

ラ

ヴ
主
義
や
ニ

ヒ

リ
ズ
ム

的
無
神
論
や
社
会
主
義

革
命
へ

と
自

壊
す
る

様
子

を
描
く
作
品
で

あ
る

が、

そ
れ

は
つ

ま
り、

近

代
西
欧
特
有
の

「

我
意
」

に

傾
倒
す
る

余

り
、

旧
来

重
ん

じ

ら
れ

た

「

父
」

「

皇

帝
」

の

み

な
ら

ず

「

神
」

「

イ
エ

ス
」

を
も

否
定
す
る

流
れ
を
生
ん

で

い

る

事
実
を

、

強
烈
に

332（1054）

N 工工
一Eleotronlo 　Llbrary 　


