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共
同
体
〉

は
、

教
団
や

ア

カ

デ

ミ

ズ
ム
、

ジ

ャ

ー

ナ
リ
ズ
ム
、

文
壇
な
ど

と
い

っ

た

個
別
の

解
釈
共

同
体
（
ス

タ

ン

レ

イ
・

フ

ィ

ッ

シ

ュ
）

間
の

対

話
を
可
能
に

す
る

と

同
時
に
、

対
話
を

通
じ

て

各
解
釈

共
同
体
内
の

差

異
、

多
様
性
を

可
視
化
す
る

よ
う
な
場
と

し
て

機
能
し
う
る
だ

ろ

う
。

　

立

場
を

異
に

し
た

者
ど

う
し

が
、

〈

読
み

の

共
同

体
V

に

お
い

て

互

い

の

表
象
を

突
き
合
わ

せ

よ

う
と

す
る

協
働
表
象
は

、

各
々

の

単
独
の

立

場

か

ら
は

到
達

し
え

な
い

宗
教

文
化
の

領

域
を
生

じ

さ
せ
る

か
も

し
れ

な

い
。

そ

も

そ
も

信
仰
的
遺
産
は
、

原
理
上

さ

ま
ざ
ま
な

解
釈
に

対
し
て

開

か

れ
て

い

る

も
の

で

あ
り、

あ
る

特
定
の

作
法
に

基
づ

い

た

解
釈
は

他
の

解
釈
の

可

能
性
を
な
に

ほ
ど

か
排
除
・

抑
圧
す
る

こ

と
に

よ

っ

て

成
り
立

つ

ほ

か
は
な
い

。

だ
が
、

異
な
る

立

場
の

者
ど

う
し
が

接
触
・

交
渉
す
る

こ

と
で

、

そ

れ

ま
で

自
明
視
し
て

き
た

排
除
や

抑
圧
の

正

統
性、

ひ

い

て

は

自
己
の

立

場
の

存
立

基
盤
が

根
底
的
に

問
わ

れ
る

こ

と
に

な
る

。

そ
の

よ

う
に

自
己
の

立

場
を

揺
る

が

し

か

ね
な
い

他
者
の

表
象
を

〈

読
み

の

共

同

体
〉

へ

の

呼
び

か
け
と

し
て

真
摯
に

引
き

受
け、

違
和

感
を

抱
え
つ

つ

、

自
ら
の

立

場
か

ら

応
答
し
よ

う
と

す
る
プ

ロ

セ

ス

の

な
か
に、

協

働

表
象
の

意

義
が

現
れ

て

く
る

だ
ろ

う
。

そ
こ

で

は
、

部
分
的
な

合
意
形
成

に

よ
っ

て、

信
仰
や

研
究
実
践
の

あ
り
方
な
ど

に
変
容
が
も
た
ら
さ
れ
る

こ

と

も
考
え
ら
れ
る

。

　

し
か
し、

異
な
っ

た
立

場
か

ら
の

表
象
の

出
会
い

は
、

　一

方
的
な
教
導

の

行
為
へ

と

転

化
し
た

り
、

感
情
的
な
反
発
に

終
始
し
て

し
ま
っ

た
り
す

る
こ

と

も
往
々

に

し
て

あ
る

。

目
的
・

関
心
・

信
念
を
共
有
し
な
い

他
者

の

声
に

耳
を
傾

け
る

こ

と
は

、

信
仰
的
遺
産
の

安
定
し
た

表
象
を
妨
げ
る

た
め
、

他
者
を
自
己
の

立

場
へ

と

強
引
に

同
一

化
さ

せ

よ

う
と

す
る

か
、

呼
び

か

け
に

対
す
る

応

答
を
拒
絶
す
る

こ

と
で

自
己

同
一

性
を
守
ろ

う
と

す
る
の

で

あ
る

。

　
こ

う
し
た

対
話
の

失
敗
と

い

う
契
機
は
、

協
働

表
象
の

困
難
さ
を

示
す

も
の

で

は

あ
る
が、

そ
の

不
可
能
性
を
意
味
す
る
も
の

と
は

い

え
な
い

。

と

い

う
の

も
、

協
働
表
象
は

ひ

と
つ

の

時
間
・

空
間
に

閉
じ
ら
れ
た
実

践

で

は

な
く、

論
理
的
に

は

く

読
み

の

共
同
体
V

に

参
入
し
よ

う
と

す
る

者

す
べ

て

に

開
か
れ

た

企

て

と

考
え

ら
れ
る

か
ら

で

あ
る

。

た

と

え
ば
特

定

の

討
議
の

場
に

お

い

て

は

た

ん

な
る

デ
ィ

ス

コ

ミ
ュ

ニ

ケ
ー

シ

ョ

ン
、

対

話
の

失
敗
と

し
て

し
か

生

起
し
な

か
っ

た

事
態
が、

そ
の

討
議
の

記
録
を

事
後
的
も
し

く
は

遡
及
的
に

検
証
し
直
そ

う
と

す
る
分
析
者
に

よ
っ

て
、

新
た

な
宗
教

文
化
の

可
能
性
と
し

て

立

ち

現
れ

る

こ

と

も
あ
る

。

そ
こ

に

お

い

て

は
、

協
働
表
象
の

現
場
に

お

け
る

越
え

が
た

い

差
異
の

経
験、

戸

惑
い

の

経
験
、

教
導
の

暴
力
の

経
験
と
い

っ

た

否
定
的
な
契
機
が
、

新
た

な

信
仰
の

領
域

、

新
た
な

研
究
の

視
座
を

切
り
開
い

て

い

く
。

そ
の

意
味

で
、

協
働
表

象
は
つ

ね
に

未
完
の

プ
ロ

ジ
ェ

ク

ト
と
し

て

有
り
続
け
る

も

の

だ
と
い

え
る

。

自
然
悪
概
念
の

宗

教
哲

学
的
再
解

釈
は

可

能
か

？

　
　
　

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　

佐
藤

　
啓
介

　

な
ぜ
、

こ

の

世

界
に

自
然
災
害
が
起
こ

り
、

人
々

の

生
活
や

身
体
を

襲

う
の

か
。

こ

う
し
た
災
害
を
め

ぐ
る
「

な
ぜ
」

の

問
い

は
、

ユ

ダ
ヤ

教
や

キ

リ
ス

ト
教
に

お
い

て

は
、

そ
れ
が
自
然
悪
と

し
て

捉
え
ら
れ、

神
義

論

の

名
の

も
と
で

問
わ

れ
て

き
た

。

し
か
し、

現
代
に

お
い

て

は、

地
震
や

津
波
な
ど

の

自
然
現
象
の

起
こ

る
メ

カ

ニ

ズ

ム

と

し
て
、

悪
の

原
因
は
、

自
然
科
学
的
に

徹
底
的
に

説
明
さ
れ
て

い

る
。

そ
し
て
、

も
は

や、

自
然

悪
の

存
在
理

由
を

問
う
と
い

う
姿
勢
そ
の

も
の

が
、

無
意
味
な
営
為
と

し
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て

無
効
と
な
っ

て

い

る
。

そ
の

意
味
で
、

そ
し
て

さ
ら
に
は
、

世
俗
社
会

に

お
け
る
参
照
可
能
な
共
通
の

超
越
軸
の

不
在
の

な
か

で
、

自
然
悪
カ

テ

ゴ

リ
ー

そ
の

も
の

が
、

有
効
な
も
の

で

は

な

く
な
っ

て

い

る
。

　

に

も

か
か

わ
ら

ず、

私
た
ち

は、

災
禍
に

対
し
て

「

受
け
い

れ

が
た

い
」

と
い

う
感
情
を
も
つ

こ

と
が

あ
る

。

自

然
悪
の

問
題
を

自
然
の

創
造

主
と
し
て

の

神
か
ら

切
り

離
す
な
ら
ば、

悪
の

責
任
を

帰
す
べ

き
相

手
は

お
ら

ず、

被

害
の

大
き
さ
の

責
任
の

み

を
人

間
に

帰
し、

ひ
た

す
ら
に

、

自
然
に

対
す
る

謙
虚
さ
の

美
徳
が
説
か
れ
る
こ

と

に

な
る

。

し
か
し、

本

当
に

、

自
然
の

災
禍
に
対
す
る
私
た
ち
の

感
情
は
、

そ
れ

に
尽
き
る

だ

ろ

う
か

。

狭
義
の

神
義
論
に

は
収
ま

ら
な
い

か
た

ち
で
、

広
義
の

神
義
論
に

は
、

い

わ
ば

「

宛
て

先
の

な
い

抗
議
」

の

声
が
伏
在
し

て

い

る
。

　

バ

ー

ガ

ー

は
、

「

神
義
論
が

第
一

義
的
に

も

た
ら

す
も
の

は
、

幸
福
で

は

な
く

、

意
味
で

あ
る
」

と

規
定
し

、

神
義
論
が
、

当
該
社
会
で

構
築
さ

れ
た

秩
序
原
理
を
も
っ

て
、

意
味
そ

の

も
の

を
回

復
す
る

こ

と
を
目

指
す

も
の

だ
と

考
え
た

。

し
か
し、

世

俗
社

会
を
生
き
て

い

る
と
考
え
る

人
々

に
と
っ

て
、

人
間

を
超
え

出
る

契
機
を

参
照
す
る

こ

と
が

で

き
な
い

た

め
、

災
禍
と
い

う
悪
の

意
味
付
与
は
困

難
と

な
る

。

　

他
方、

ア

ン

リ
に

よ

れ
ば
、

受
苦
は
、

生

に

と
っ

て
、

外
因
的
・

偶
発

的
な
出
来
事
の

結
果
と

し
て

到
来
す
る

も
の

で

は
な

い
。

生

が

生
で

あ
る

か

ぎ
り

、

受
苦
が

あ
る

。

生

と
は
、

自
ら
を
「

感
じ
る
」

限
り
に

お
い

て
、

自
身
を
被
る

も
の

だ
と
い

う
こ

と
に

な

る
。

ア

ン

リ

は
、

生
を
生
た

ら

し
め
る

そ
の

生

の

自
己

触
発
の

う
ち

に、

根
源
的
に

自

己
を

被
る

働

き、

つ

ま

り
受

苦
す
る

働
き
が
あ
る

と

考
え
る

。

こ

う
し
た
ア

ン

リ

の

議

論
は
、

神
義
論
の

う
ち
に
あ
る

「

悪
の

外
的
な

意
味
」

と
「

受
苦
の

内
的

な
意
味
」

と
い

う
二

つ

の

要
求
を
適
切
に

区
別

す
る

こ

と

で
、

従
来
の

神

義
論
を

補
っ

た
と

評
価
で

き
る

が
、

外
界
か
ら

の

触
発
に

よ
っ

て

生
じ
る

個
別
的
な

受
苦
の

問
題
を

明
ら

か
に

し
き
れ
て

い

な
い

。

　

ネ
グ
リ

は
、

ヨ

ブ

に

お

い

て
、

応
報
的
正

義
で

は

説
明
の

つ

か
な
い

苦

し
み

に
「

意
味
」

を

与
え
よ

う
と

す
る

あ

ら
ゆ

る

試

み
へ

の

抵
抗
を

見

る
。

そ
し
て

、

そ
の

意
味
付
与
に

対
す
る
抵
抗
の

な
か
で

発
見
さ
れ

る

の

が、

存
在
の

徹

底
し
た

偶
発
性
で

あ
り、

こ

の

偶
発
性
に

内
在
す
る

力
の

「

脱
−

尺
度
の

尺

度
」

で

あ
る

と

ネ
グ

リ

は

考
え

た
。

通

常
の

理
性、

意

味
か

ら
逸
脱
し、

そ
れ

を
徹
底
的
に
無
効
化
す
る

存
在
の

偶
発

性
の

発
見

は

同
時
に
、

世

界
を
縛
る
尺
度、

理
性、

さ
ら

に

は

自
己、

神、

世

界
、

そ
れ

ら

が

い

ず
れ
も
偶
発
的
な
も
の

で

あ
り

、

な
お
生

成
の

途
上
に

あ
る

こ

と
を

知
ら
せ

る

も
の

で

も

あ
る
。

悪
に

よ
る

苦
し
み

の

う
ち
に
あ
る

人

は
、

苦
し
み

の

徹
底
的
な

「

尺
度
の

な
さ
」

を

発
見
す
る

こ

と
で
、

既
存

の

秩

序
の

底
に

あ
る

偶
発
性
を
跳

躍
板
に、

苦
し
み
の

究
極
的
な
従
属
性

の

た
だ
な
か
で

「

秩
序
の

創

造
」

を
な

す
主
体
へ

と
生
成
し

、

新
し

い

尺

度
を
打
ち
立
て

る

革
新
を
な
し
う
る

と

ネ
グ
リ
は

考
え
た

。

　
で

あ
る

と

す
れ
ば

、

昇
華
し
き
れ
な
い

私
た

ち
の

悪
に

対
す
る

抗
議
と

は
、

悪
へ

の

通
常
の

尺
度
に

よ
る

意
味
の

要
求
と
は

異
な
る

、

異
な
る

尺

度、

そ
し
て

異
な
る
尺
度
が
あ
る

世
界
を

求
め

る
声
で

あ
る

。

悪
が
無
意

味
で

あ
る
が

ゆ

え
に

こ

そ、
「

他
な
る
」

脱
−

尺
度
に

よ

っ

て

自
己
も

世

界
も
新
た

に

構
成
し
つ

づ

け
る

こ

と
を

可
能

に
す
る

カ
へ

の

希
求
こ

そ

が
、

広
義
の

神
義
論
が
、

自
己
触
発
す
る

生
が

感
受
す
る

個
別
的
な
苦
の

う
め
き
の

な
か

で

あ
げ
る

声
で

あ
る

。

伝

統
的
な

宗
教
概
念
を

参
照
す
る

こ

と
が

容
易
で

は

な
い

世
俗
社
会
に

お

い

て

も
な
お
、

そ
の

声
は
、

現
在

の

苦
を

克
服

す
る

力
で

は

な
く

、

生

が
「

感
じ
る
」

力
を

維
持
し

な
が

ら
、

現
在
と

い

う
構
成

そ
の

も
の

を
革
新
す
る

力
に

向
け
ら
れ

て

い

る
。
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