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、
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本

書
は、

近

年
の

「

宗
教
」

概
念
批

判
の

成
果
を

踏
ま

え、
「

宗
教
」

研
究
を

「

宗
教
文
化
」

研
究
の

地

平
に
開
く
こ

と

を

提
唱

す
る

も
の

で

あ

る
。

同

時
に

本
書
は
、

新
約
聖

書
研
究
か

ら
出
発
し
た

著
者
が、

日
本
に

お
け
る
キ
リ
ス

ト

教
研
究
の

風
潮
の

な
か

で

葛
藤
を

抱
え
な

が
ら
、

教
典

論
の

観
点
を

獲
得
す
る

に

い

た
っ

た

経
緯
の

延
長
線
上
に

宗
教
文
化
論
を

位
置
づ

け
る

試
み

で

も
あ
る

。

「

個
人
的
追
記
」

と

し
て

設
け
ら
れ

た
「

も

の

と

こ

こ

ろ
」

は
、

著
者
が

北
海
学
園
大
学
で

行
な
っ

た

最
終
講
義
に

基

づ

く
も
の

で
、

時

代
状
況
の

な
か

で

の

著
者
の

研
究
の

歩
み

が

語
ら

れ

る

な

か
で
、

死
生
観
の

表
明
の

よ

う
な

も
の

さ
え
に

じ
み

出
て

い

て

味
わ
い

が

あ
る

。

　
宗
教
研
究
を
宗

教
文
化
研
究
に

開
い

て

い

く
と

き、

研
究

対
象
を
ど
の

よ

う
に
構
築
し

、

研
究
主

体
を
ど
の

よ

う
に

自
覚
的
に

と
ら
え
返
せ

ば

よ

い

の

か
。

こ

の

点
に

つ

い

て

の

著
者
の

問

題
意
識
は
、

評
者
な
り
に

共
有

す
る

こ

と

が
で

き
る

。

他

方
、

著
者
が
批

判
的
に

と

ら
え
て

い

る
一

部
の

日

本
の

キ

リ
ス

ト
教

研
究
の

あ
り
方
や

キ
リ

ス

ト

教
会
の

体

質
に

つ

い

て

は
、

評
者
は

著
者
の

視
点
を
通
し

て

推
測

す
る

こ

と

し
か
で

き
な
い

。

そ
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れ
は

ほ
ぼ

当
た
っ

て

い

る

と
さ

え
思
う
の

だ

が
、

異
論
も
出
て

き
う
る

著

者
の

批

判
の

妥
当
性
を

、

キ

リ

ス

ト

教
の

立
場
に
即
し
て

検
証
す
る

立
場

に

は

な
い

こ

と
を

断
っ

て

お

き
た

い
。

　

本
書
は
二

部
一

二

章
の

構
成
を

取
る

。

本
論
の

第
一

部
は

「

「

宗

教
文

化
」

概

念
の

効
用
」

（
第
一

章
〜

第
六

章
）

、

第
二

部
は

「

宗
教
文
化
の

諸

相

　
　
キ
リ
ス

ト

教
を

手
が
か

り
と
し
て
」

（
第
七

章
〜

第
一

二

章
）

と

題
さ
れ
て

い

る
。

以
下

、

各
章
の

議
論
を
追
っ

て

い

く
こ

と

に

し
よ

う
。

　

第
　

章
「

越

境
す
る

宗
教
文
化
」

は
、

近
代
西
洋
的
な
「

宗
教
」

概
念

の

見
直
し
を
踏
ま

え、
「

宗
教
文
化
」

（
菷

轟
す

器
o

巳
9
お
∀

と
い

う
概

念
の

活
用
を
提

唱
す
る

も
の

で
、

そ
の

際
に

「

越
境
」

と

い

う
現
象
に
も

注
意
を

払
う
よ

う
呼
び
か

け
て

い

る
。

「

宗
教
」

概

念
が

近
代
西

洋
の

産

物
で

あ
っ

て

宗

教
の

普
遍

的
定
義
は

不
可
能
で

あ
る
こ

と
、

そ
の

よ

う
な

定
義
を
試
み

よ

う
と

す
る

こ

と

自
体
が

暗
黙
の

う
ち
に

地
域
性
や
時
代
性

を
は

ら
ん

で

い

て

学
問
的
・

政

治
的
に

問
題
が
あ
る
こ

と

は
、

も
は

や
今

日
の

宗
教
学
の

常
識
で

あ
ろ

う
。

著
者
は

こ

の

点
を
W
・

C
・

ス

ミ

ス

や

T
・

ア

サ
ド
の

議

論
を
紹
介
し
な
が

ら

確
認
す
る
｝

方、

「

文
化
」

と
い

う
言
葉
に

含
ま
れ
て

い

る

ド

イ
ツ

的
な
ニ

ュ

ア

ン

ス

（
人
間
の

能
力
を
開

発
す
る

と
い

う
理
念

的
・

精
神
的

な

色
彩
）

と

英
米
的

な
ニ

ュ

ア

ン

ス

（
む
し

ろ

人

間
の

日

常
的
な
生

活
・

行
動

様
式
を
指

す）

の

重
層
性
を
指

摘
す
る

。

さ
ら
に、

日

本
に

お

け
る

「

文
化
」

と

「

宗
教
」

と
い

う
言
葉

の

来
歴
に

言
及

す
る
一

方
、

キ

リ
ス

ト

教
で

は
「

宗
教
」

は

「

文
化
」

に

還
元
で

き
な
い

と
い

う
言
説
が

支
配
的
で

あ
る
と

述
べ

る
。

「

宗
教
文
化
」

と
い

う
言
葉
の

意

味
は

瞹
昧
で
、

宗
教
と

文
化
を
重
ね
る

文

化
伝
統
か
ら

す
れ
ば

「

同
語
反

復
的
」

、

キ
リ

ス

ト
教

的
伝
統
か
ら

す
れ
ば
「

不
満
が

残
る
」

が
、

近

代
的
「

宗
教
」

概

念
の

問
題
を

克
服
し

て

い

く
に

当
た

り
、

こ

の

言
葉
を

用
い

る

利
点
は

あ
る

と
い

う
立

場
に

著
者
は

立
つ

。

と

こ

ろ

で
、

「

宗
教
運

動
は

元
来
国

境
や

文
化
的

差
異
を

越
え
て

、

自
ら
変

化

し
つ

つ

拡

散
し
て

い

く
も
の

で

あ
る
」

。

そ
の

際
に

は、

特

定
教
団
の

側
に

即
し

て

そ

の

消
長
や

変
容
を

追
う
だ

け
で

は

不
十
分
で、

運
動
の

媒

体
と
な
る

地

域
文
化
と
の

関
係
も
問
わ
れ

る
。

そ
こ

で

著
者
は
、

「

宗
教
」

よ

り
も

幅
を

持
た
せ

た

「

宗
教

文
化
」

を
、

動

的
な
も
の

と
と

ら
え

る

「

宗
教
文
化
越
境
論
」

を

提
唱
す
る

。

　

第
二

章
「

伝
播
と

受
容
の

葛
藤

−
日

本
に

お

け
る

キ
リ

ス

ト

教
の

「

宣
教
」

」

は
、

宗
教
文
化
の

越

境
と
い

う
テ

ー
マ

を
日

本
の

キ
リ
ス

ト
教

を

事
例
に

展
開

す
る

も
の

で

あ

る
。

宗
教

が

文
化
を

越

境
す
る

の

は
、

「

布
教
」

・
「

伝
道
」

・
「

宣
教
」

を
通

し
て

で

あ
る

が
、

著
者
は
ま

ず
こ

れ

ら
の

用

語
の

用
い

ら

れ

方
を

検
討
し
、

日

本
の

キ

リ
ス

ト

教
で

は

「

布

教
」

や

「

伝
道
」

よ

り
も

「

宣

教
」

と
い

う
言
葉
が

意
識
的
に

選
ば

れ
て

い

る

傾
向
を
つ

か

む
。

と
こ

ろ

で
、

著
者
の

狙
い

は
、

布
教
・

伝
道
・

宣

教
に

よ

る

宗
教
の

伝
播
と

当
該
地
域
に

お

け
る
そ
の

受
容
を、

狭

義
の

精

神
的
活
動
と
い

う
枠
組
み

で

は

な
く、

政
治
や

経

済
の

領
域
と

も
関
係
す

る

「

宗
教
文
化
」

の

枠
組
み

に

お
い

て

と

ら
え
返
し

、

近

現
代
杜
会
の

歴

史
や
文
化
の

理
解
に

つ

な

げ
る

こ

と
で

あ
る

。

そ
こ

で

著

者
は

、

一

九
六

〇

年
代
以

降
の

日
本
の

キ

リ
ス

ト
教
に

お
い

て

福

音
派
が

台
頭
し、

衰
退

傾
向
に

あ
る

伝
統
的
主
流

派
と
の

あ
い

だ

に

葛
藤
を
抱
え
込
ん

で

い

る

事

情
を、

日
本
の

キ

リ

ス

ト

教
内
部
の

問
題
と
し
て

で

は
な

く、

近

代
日

本

に

お
け
る

キ

リ
ス

ト

教
受
容
の

経
緯
と

そ
の

特
徴
、

ま
た
一

九
六
〇

年
代

以

降
の

福
音
派
の

興
隆
は

世
界
的
な
傾
向
で

あ
る

こ

と
に

照
ら
し
て

理
解

し

よ

う
と

す
る

。

そ
の

な

か
で
、

日
中
韓
の

キ
リ

ス

ト
教

受
容
の

特
徴
も

比

較
さ
れ
る
（
欧
米
モ

デ

ル

に

追
随
し
て

き
た
日

本
で

は
「

反
ナ
シ

ョ

ナ

（583）87

N 工工
一Eleotronlo 　Llbrary 　
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リ
ズ

ム

的
傾

向
」

が

強
い

が

「

未
消
化
」

、

中

国
で

は

「

ナ
シ

ョ

ナ

リ
ズ

ム

の

強
い

抵
抗
」

に

会
い

「

妥
協
・

変

質
」 、

韓
国
で

も
「

ナ
シ

ョ

ナ
リ

ズ

ム

と
の

結
び
つ

き
」

は
強
い

が
「

シ

ャ

マ

ニ

ズ
ム

的

文
化
伝
統
」

の

ゆ

え
か

「

福
音
派
的
色
彩
を

帯
び
て
」

い

る）
。

　

第
三

章
「

宗
教
教
育
の

公
共

性
」

は
、

近
代
日
本
の

教

育
行
政
に

お
け

る

「

宗
教
」

概
念
や
「

宗
教
的

情
操
」

と
い

う
言
葉
の

意

味
が

あ
い

ま
い

で
、

宗
教
教
育
論
が
「

迷
路
」

に

は
ま

り
込
ん
で

し
ま
っ

て

い

る

経
緯
を

確
認
す
る
一

方、

「

宗
教
」

概
念
の

見
直
し
を

受
け
て

「

情

操
」

と
の

関

係
を

洗
い

直
し
、

「

宗
教

的
情
操
教

育
」

を
再
検

討
す
べ

き
で

あ
る

と

提

言
す
る

。

公

教
育
に
お
い

て

宗

教
を
扱

う
方

法
が

確
立
し

て

い

な
い

日
本

は

「

宗
教
教
育
そ
の

も
の

を
消

極
的
に

扱
う

文
化
的
環

境
」

に

な
っ

て

い

る

が
、

そ
こ

で

宗
教
教

育
を
な
し

得
る

と
す
れ
ば、

そ
れ

は
ど
の

よ

う
な

形
を

取
る

だ

ろ

う
か

。

著
者
に

よ
れ
ば
、

宗
教
知
識
教

育
の

出

発
点
は

既

成
宗
教
集
団
に

関
す
る

知
識
な
の

で
、

宗
派
的
色
彩
を

持
っ

た

知
識
に
な

ら
ざ
る

を

え
な
い

。

し
か
し

、

公
教

育
と．
い

う
場
は

、

そ
れ
ぞ
れ

の

既
成

教
団
の

「

伝
統
を
越
え
た
一

段
と

高
次
の

公

共
の

場
」

で

あ
っ

て
、

宗
派

的
な
も
の

は

相
対
化
さ
れ
る

こ

と
に

な
る

。

他
方、

情

操
教

育
は

知
識
を

「

実
践
」

の

次
元
に

移
す
も
の

で
、

そ
れ

は
実

際
に

は

「

教

団
内
で

涵
養

さ
れ

た

情
操
」

が
教

団
外
の

現

実
と
の

折
衝
の

な
か
で

決
定
さ
れ
、

公
共

性
の

な
か
で

位
置
づ

け
直
さ

れ
る

こ

と
に

な
る

。

公
教

育
の

場
で

は

「

宗

派
教
育
と
は

区
別
さ
れ
た

宗
教

知
識
教
育
が
ど
う
し
て

も
必

要
に

な

り、

そ
こ

か

ら

新
た
に

宗
教
的
情
操
へ

の

道

も
整
え

ら
れ
な

け
れ
ば

な
ら
な

い
」

と

い

う
の

が
著

者
の

立
場
で

あ
ろ

う
。

　

第
四

章
「

日
本

に
お

け
る

キ

リ

ス

ト

教
主

義

学
校
教

育
の

デ

ィ

レ

ン

マ
」

は
、

キ

リ
ス

ト
教
を

掲
げ
る

学
校
が

直
面
し
て

き
た

問
題
を

検
討
し

な
が

ら
、

日
本
に
お
け
る
キ

リ

ス

ト

教
や

宗
教
教

育
の

特
質
を

照
ら
し
出

そ
う
と

す
る

。

日
本
で

の

学
校
教
育
事
業
に

乗
り
出
し

た
の

は

プ
ロ

テ

ス

タ

ン

ト

教
会
の

ほ
う
が
早

く
、

と

り
わ

け
女
子
教

育
の

発

展
に

大
き
く
貢

献
し
た

が
、

今
日
の

ミ

ッ

シ
ョ

ン

・

ス

ク

ー
ル

と
い

う
イ
メ

ー

ジ

に

影
響

を

与
え
て

い

る

の

は

む
し
ろ

後
発
の

カ

ト
リ
ッ

ク

で

あ

る
。

宗
教
法
人
で

あ
る

カ

ト

リ
ッ

ク
教
会
と

学
校
法
人

で

あ
る

カ

ト
リ

ッ

ク

学
校
は

法
的
に

区
別
さ

れ

る

が
、

プ
ロ

テ

ス

タ

ン

ト

系

学
校
と
教

会
の

関

係
は

あ
い

ま
い

で

あ
る

。

日
本
に
お
け
る
キ

リ

ス

ト

教
主

義
学
校
の

共
通
理

念
を

突
き
詰

め

れ

ば

「

人
格
教
育
」

に

収
斂
し
て

く
る

が、

こ

れ

は

国

家
主

導
の

「

道

徳
」

に

回
収
さ
れ
か
ね
な
い

面
が

あ
る

。

他
方

、

日

本
の

キ
リ

ス

ト
教
主

義
学
校
の

教
師
た
ち
に

は

「

欧
米
先
進
文

明
」

を
「

丸
ご

と

肯
定
す
る

雰

囲

気
」

が
し

ば
し

ば

あ
り
、

日

本
の

現
実
へ

の

適
応

が

不
十

分
で

あ
っ

た
。

そ
の

な
か

で

著
者
は

、

「

天
皇

制
や

教
育

勅
語
を
重

ん
じ
る

傾

向
が

あ
っ

た
」

平
塚
益
徳
の

思

想
に

「

今
な
お
傾

聴
す
べ

き

内
容
が

多
く
含
ま

れ

て

い

る
」

と

評
価

す
る
。

そ
れ

は

彼
の

説

く
「

基

督
教
的

精

神
」

は

「

道

徳
教
育
や

宗
教
的

情
操
の

涵
養
へ

の
一

般

化
に

は

歯
止
め
を

か
け
て

い

る
」

一

方
、

彼
の

期
待

し
た

「

我
が

国
民
性
に

基
づ

い

た

根
強
い

信
仰

文
化
の

形
成
」

に
は

「

キ

リ
ス

ト
教
主

義
教
育
を
地
域

文
化
と

重
ね
合
わ

せ

る

発
想
」

が

認
め
ら
れ
る

か

ら
で

あ
る

。

さ

ら
に

著
者
は
、

一

八

九
八

年
の

同
志

社
問
題、

一

九
〇
一

年
の

海
老

名
弾
正
と

植
村
正

久
の

論
争

、

一

九
六

〇

年
代
の

キ
リ

ス

ト

教
主

義
大

学
学
園
紛

争
に

言
及
し

、

見
方
に

よ
っ

て

は

キ

リ
ス

ト
教
主

義
の

理
念
を

放
棄
し

て

い

る

か
の

よ

う
な
振
る

舞
い

の

な
か

に
、

キ
リ

ス

ト

教
の

文
化
的

再
定
位
と
い

う
デ

イ

レ

ン

マ

を

は

ら

ん

だ

試
み

を
読
み

取
っ

て

い

る
。

　

第
五

章
・

第
六

章
「

ス

ピ

リ
チ
ュ

ア

リ

テ

ィ

論
と

宗
教

文
化
（
一
）

・

88（584）
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（
二
）
」

は、

宗
教
概
念
の

見
直
し
と

宗
教
研
究
の

対

象
の

再
構

築
が

、

現

代
社
会
に
お
け
る
宗
教
問
題
（

カ

ル

ト
や

暴
力
）

の

発
生
や

ス

ピ

リ

チ
ュ

ア

ル

文

化
の

興
隆
と

相
俟
っ

て、

宗
教

研
究
に
お

け
る

当
事
者

性
の

自
覚

を

促
す
と

と
も
に

ス

ピ

リ
チ
ュ

ア

リ
テ

ィ
へ

の

閧
心
を

抱
か
せ
て

い

る

こ

と

を
指
摘
し
つ

つ
、

「

ス

ピ

リ

チ

ュ

ア

リ
テ

ィ
」

概
念
を
宗
教

文
化
論
の

有
効
な

作
業
仮
説
と

し
て

構
成
す
べ

き
こ

と

を
主

張
す
る

。

日

本
語
の

「

ス

ピ

リ
チ
ュ

ア

リ
テ

ィ
」

概
念
は
、

一

九
七
〇

年
代
前

後
に

生
ま
れ
、

二

〇

〇
〇
年
代
に

広
く
流
通
す
る

よ

う
に

な
っ

た
も
の

で、

従
来
の

「

宗

教
」

概
念
と

は

対
立

し
つ

つ

補
完
し
合

う
関
係
に

あ
る

。

で

は
、

こ

れ
は

キ

リ

ス

ト
教
に

お
け
る
「

ス

ピ

リ

チ
ュ

ア

リ

テ
イ

」

と
は

ど
の

よ

う
な
関

係
に

あ
る
の

だ

ろ

う
か

。

著
者
に

よ
れ
ば

、

キ

リ

ス

ト

教
文
化
に

お

け
る

ス

ピ

リ
チ
ュ

ア

リ
テ

ィ

の

歴
史
は

古
い

が
、

や
は

り
意

識
す
べ

き

文
脈
は

二

〇

世

紀
後
半
の

時
代
状
況
だ
と
い

う
。

「

現
代
の

キ
ー

ワ

ー

ド
と

な

り

つ

つ

あ
る
ス

ピ

リ
チ
ュ

ア
リ
テ

ィ
」

は

「

必

ず
し

も
キ
リ

ス

ト

教
的

伝
統

か
ら

直
接
由
来
す
る

も
の

で

は

な
く、

キ

リ

ス

ト

教
を

も
含
め
て

各
地
の

文
化
の

中
に
多
様
な
形
で

存
在
し
た
霊

的
イ
メ

ー

ジ
が
、

時
代

状
況
か
ら

の

要
請
に
対
応
し
て
、

あ
る

種
の

形
を
と
っ

て

き
た

も
の

と
言
え
る

の

で

は

な
い

で

あ
ろ

う
か
」

。

現
代
キ

リ
ス

ト
教
の

ス

ピ

リ
チ
ュ

ア

リ
テ

ィ

言

説
は
、

教
会
の

「

外
」

で

ス

ピ

リ

チ
ュ

ア
リ
テ

ィ

が

語
ら

れ

は
じ

め
た

の

を

受
け
て
、

自
分
た

ち
の

伝
統
の

「

中
」

か

ら
ス

ピ

リ

チ
ュ

ア

リ

テ

イ

を

探
し

出
し
て

き
た

も
の

だ

と

著
者
は

見
て

い

る
。

現
代
ド

イ

ツ

の

代
表
的

神
学
者
J
・

モ

ル

ト
マ

ン

は
、

ペ

ン

テ

コ

ス

テ

運
動
や

カ

リ

ス

マ

運
動
に

見
ら

れ
る

「

霊
に
と

り
つ

か

れ
た
状

態
」

は

「

魂
の

内
的
経
験
を

優
先
」

さ
せ
、

「

共
同

体
と

自
然
の

感
性
的

経
験
」

を

な
い

が
し
ろ

に

し
か

ね
な

い

と
、

現
代
的
な
ス

ピ

リ
チ
ュ

ア

ル

概
念
の

使
用
に

は

否
定
的
で
、

ス

ピ

リ

チ
ュ

ア

ル

概
念
を
伝
統
的
な
三

位
一

体
論
の

枠

内
に

と
ど

め

よ

う
と

し

て

い

る
。

こ

れ

に
対
し

、

英
国

国
教
会
の

な
か
で

育
ち
な
が

ら

も
福
音
主

義
に

強
い

親
近
感
を
抱
い

て

い

る

A
・

マ

ク
グ
ラ

ス

は
、

む

し

ろ
近
年
の

ス

ピ

リ
チ
ュ

ア

リ
テ
イ

論
に

、

主
知
主
義
に

傾
い

て

き
た

近
代
キ
リ
ス

ト

教
神
学
を

批
判
す
る
契
機
を
見
て

い

る
。

ま
た
著
者
は
、

L
・

ジ

ョ

ン

ズ

編
『

宗
教
百
科
事
典
』

第
二

版

（

二

〇
〇
五

年
）

で

は
、

「

本
物
を

求
め
、

生
の

意
味
を
肯
定
し
よ

う
と

す
る

」

ス

ピ

リ
チ
ュ

ア

リ
テ

ィ

が

プ
ラ

ス

の

イ

メ

ー

ジ
で

と
ら

え
ら

れ

て

い

る

の

に

対
し

、

 
・

パ

ー

ト

リ
ッ

ジ

編

『

新
宗
教
百

科
事
典
』

（
二

〇
〇

四

年
）

で

は
、

「

カ

ル

ト
」

と

呼
ば
れ

る

集
団
に

近
い

も
の

が
ス

ピ

リ

チ
ュ

ア

リ

テ

ィ

の

事
例
と

し
て

取
り
あ
げ
ら

れ

て

い

る

点
を
指
摘
す
る

。

こ

の

よ
う
に

「

宗
教

も
ス

ピ

リ
チ
ュ

ア

リ

テ

ィ

も
両
義
的
で

あ
り、

積

極
的
・

肯
定
的
に

評

価
で

き
る
面
と

と
も
に

、

消
極
的
・

否

定
的
に

評

価
さ

れ

ざ
る

を
え

な
い

面
を

も

兼
ね

備
え
て

い

る
」

。

　

第
七
章
「

伝
承
と
記
録
」

は、

キ

リ

ス

ト
教

会
が

主

導
す
る

キ
リ

ス

ト

教

研
究
に

は
往
々

に
し
て

「

無
意
識
の

価

値
観
」

が

入
り
込
ん

で

い

る
こ

と

を
反
省
的
に
自
覚
化
す
る

「

メ

タ

聖
書

学
」

の

観
点
か
ら、

こ

れ
ま
で

論
じ
ら
れ
て

き
た
イ
エ

ス

論
の

特
徴
を
つ

か
み

出

そ
う
と

す
る

も
の

で

あ

る
。

旧
・

新
約
聖

書
学
は

、

書
き
記
さ
れ

た

文
書
資
料
を
歴
史
的
・

批
判

的
に

検
討
す
る

厳
密
な
手

続
き

を
取
っ

て

お

り
、

ま
た

他
宗
教
の

文
化
領

域
と
の

接
点
が

多
い

こ

と

か

ら
、

客
観
的
で

よ

り
公

共
的
な
外
観
を
呈
し

て

い

る

が、

そ
れ
だ

け
に

「

意
外
に

単
純
な
ヒ

ュ

ー

マ

ニ

ズ
ム

的
道
徳
感

情

あ
る

い

は
政

略
的
動
機
の

よ

う
な

も
の
」

を

研
究
者
が
無
自
覚
の

う
ち

に

抱
え
て

い

る
こ

と
が

あ
る

。

こ

の

点
を
し
っ

か

り
自
覚
し
な
け
れ
ば

、

よ

り
望
ま
し
い

公

共
性
は

期
待
で

き
な
い

と
い

う
の

が

著
者
の

主
張
で

あ

（585＞89
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。

そ
の

よ

う
な

観
点
か
ら、

著
者
は

二

〇

世
紀
後
半
の

「

イ
エ

ス
・

ブ

ー

ム
」

に
お
け
る
イ
エ

ス

像
の

様
態
を

振
り
返
る
。

第
一

に

認
め
ら
れ
る

の

は
、

イ
エ

ス

を

「

あ
る

べ

き
人

間
像
」

と

し

て
、

「

ま

ね
び
」

の

対

象

と

し
て

再
構
成

す
る

も
の

で

あ
る

。

と
こ

ろ

で
、

こ

の

よ
う
な
「

イ
エ

ス

論
」

は
、

往
々

に

し

て

キ

リ
ス

ト

教
の

教
義
の

中
核
に

あ
る

正

統
主

義
的

な
「

キ

リ
ス

ト

論
」

に

対
す
る

批
判
的
な
色

彩
を

帯
び

る
。

他
方、

こ

の

よ

う
に
イ
エ

ス

に

立

ち
返
る

「

批
判
的
根
本
主

義
」

に

よ
っ

て

再

構
成
さ

れ
る

イ

エ

ス

像
は

、

実
は

そ
れ

を
生
み

出
す
人
間
の

価
値
観
に

対
応
し
て

い

る
。

そ
こ

で
、

第
二

に
考
慮
す
べ

き
は

、

イ

エ

ス

論
が
時

代
や
地
域
文

化
の

特
殊
性
を

反
映
し
て

い

る

こ

と
で

あ
る

。

一

九

世
紀
の

ル

ナ
ン

の

イ

エ

ス

論
に
は

オ
リ
エ

ン

タ

リ
ズ

ム

的
な

「

支
配
の

論
理
」

が
あ
る
と

す
れ

ば
、

日
本
の

イ
エ

ス

論
は

「

欧

米
に

あ
こ

が

れ

る

従
属
の

論
理
」

と

結
び

つ

き
や
す
い

。

一

九

六
〇
年
代
以

降
の

イ
エ

ス

論
が

正

統
主

義
へ

の

批
判

を
含
ん

で

い

た

の

は

欧
米
も
日

本
も
共
通
だ
が

、

社
会
に

お
け
る
キ
リ
ス

ト
教
会
の

重
み
や

位
置
づ

け
が

異
な
っ

て

い

る

た
め
、

欧
米
で

は

そ
れ
が

社
会
改
革
の

可

能
性
を

開
く
性
格
を

持
っ

て

い

た
の

に

対
し、

日
本
で

は

社
会
の

為
政
者
た
ち
を
た

じ
ろ

が

せ

る

よ

う
な
も
の

に

は

な
ら

ず
に、

ア

カ

デ

ミ

ズ

ム

の

周
辺

に

定
着
し

て

い

っ

た
。

そ

こ

で

第
三

の

特
徴
と

し

て
、

批
判
的
根

本
主

義
を
基
調
と
し

た
イ
エ

ス

論
に

は
、

キ

リ

ス

ト
教
と

い

う
境
界
を
踏
み

越
え
て

い

く

可
能
性
が

見
ら

れ
る

。

　
と

こ

ろ

で
、

イ
エ

ス

論
に
付
随

す
る

大
き
な

特
徴
は
、

「

徹
頭

徹
尾
書

き
記
さ
れ
た
文

書
資
料
に
依
存
」

し

て

い

る

こ

と
で

あ
る

。

こ

の

よ

う
に

「

テ

ク
ス

ト
」

に

「

こ

だ

わ
る
」

姿
勢
を、

著
者
は

「

教

典
論
」

の

枠
組

み
に

お
い

て

理

斛
し
よ

う
と
す
る

。

さ
ら

に、
「

教
典
は

具
体
的
な

宗
教

儀
礼
に

裏
打
ち
さ
れ
た
と

き
に
、

本
来
の

教

典
に

な
る
」

と
い

う
見
通
し

の

も
と
、

教
典
論
を

宗
教
現
象
一

般
の

な
か
に

位

置
づ

け
よ

う
と

す
る

。

第
八

章
「

宗

教
文
化
を
形

成
す
る

教
典
（
一
）

」

は
、

キ
リ

ス

ト

教
会
の

礼
拝
に

お

い

て

中
心
的
な

位
置
を
占
め

て

き
た
「

主
の

晩
餐
」

伝
承
に

基

づ

く
儀
礼
（

ミ

サ
、

聖

餐

式
、

聖
体
礼
儀
）

と、

そ

の

も
と
に

な
っ

て

い

る

パ

ウ

ロ

が

書
き
記
し
た

「

制
定

語
」

（
イ
エ

ス

が

最
後
の

晩
餐
に

お

い

て

語
っ

た

と
さ
れ

る

言
葉
）

の

関
係
を

考
察
し
て

い

る
。

マ

ル

コ
、

マ

タ

イ
、

ル

カ

に

よ
る

共
観
福

音
書
と
ヨ

ハ

ネ
に

よ
る

福
音

書
の

記
述
の

ず
れ

か
ら

、

一

部
の

新
約
聖

書

学
者
（

J
・

エ

レ

ミ

ア

ス

が

典
型
）

は

イ
エ

ス

の

最
後
の

晩
餐
が

史
実
か

否
か

を
追
究
し
て

き
た
が

、

著
者
は

教
典
の

記

述
の

整
合
性
よ

り
も、

現
に

執
り
行
な

わ

れ
て

い

る

儀

礼
の

意
味
の

ほ

う

に

目
を

向
け
る

。

そ
こ

で

制
定
語
が
埋

め

込
ま
れ
て

い

る

「
コ

リ

ン

ト

信

徒
へ

の

手
紙
」

第
一
一

章
に

着
日
す
る

と
、

パ

ウ
ロ

は
コ

リ

ン

ト

教
会
の

内

部
対
立
を

収
拾
す
る

の

に
、

理
念
的
な

言
葉
に
よ

る

説
得
で

は

な
く、

「

儀
礼
の

執
行
を
媒

介
と

す
る

宗
教
的

幻
の

リ

ア

リ

テ

ィ

ー

に

賭
け
」

た

こ

と
が
わ
か
る

。

つ

ま
り
、

儀
礼
と

し

て

の

聖
餐
は

、

争
い

の

な
か

で

執

り

行
な
わ
れ

、

争
い

を
無

意
味
化
す
る

期
待
を
込
め

た

宗
教
的
行
為
で

あ

っ

て
、

そ

の

よ

う
な

儀
礼
が

教
典
に
取
り
入
れ
ら
れ

る

こ

と
で

、

さ
ら

な

る

儀
礼
を

促
し
て

い

っ

た
。

こ

の

よ

う
に

著
者
は
、

「

教
典
」

と

「

儀
礼
」

を

ダ
イ

ナ
ミ

ズ

ム

の

も
と

に

と

ら

え
る

こ

と

を
主

張

す
る

。

そ
し
て

、

同

様
の

事
情
は

「

言

葉
」

と
「

神
秘

体
験
」

の

関
係
に

つ

い

て

も

言
え

（

W
・

ス

テ

イ
ス

の

普
遍
重

義
的
な
神

秘
主
義
論、

S
・

カ

ッ

ツ

の

文
化

相

対
主

義
的
な

神
秘
主

義
論
が
紹

介
さ
れ
る
）

、

こ

の

よ

う
な
ア

プ
ロ

ー

チ
が
近

代
的
な

宗
教

概
念
の

見
直
し
と

連
動
し
て

い

る

こ

と
を
確

認
し

て

い

る
。

　

第
九

章
「

宗
教

文
化
を

形
成
す
る

教
典
（
二
）
」

は
、

「

祈
り

」

と
い

う

90（586）
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概
念
が

帯
び
て

い

る

キ
リ
ス

ト

教
的
な
ニ

ュ

ア

ン

ス

と
、

そ
の
一

般
化
に

と

も
な

う
問
題
点
に

つ

い

て

論
じ
て

い

る
。

「

祈
り

」

は
、

「

言
葉
」

と

「

行
為
」

の

双
方
に

か

か
わ

る

「

儀
礼
」

の

典
型

で
、

キ

リ

ス

ト

教
以

外

の

宗
教
に

も
広
く

見
ら
れ
る

が、
「

祈
り
の

本
質
」

を
問
う
F
・

ハ

イ
ラ

ー

に
せ

よ
、

「

人

間
と

霊
の

コ

ミ

ュ

ニ

ケ

ー

シ
ョ

ン
」

を

「

テ

ク
ス

ト
と

し
て

の

祈
り

」

と

と

ら
え
る
S
・

ギ
ル

に
せ
よ

、

そ
の

「

祈
り

」

概
念
は

暗
黙
の

う
ち
に

キ

リ

ス

ト
教
の

見
方
を
下

敷
き
に

し
て

い

る

た

め
、

そ

れ

で

キ

リ

ス

ト

教
以
外
の

祈
り
を
く
く
っ

て

い

く
こ

と
は

問
題
を
は
ら

む
。

そ
こ

で

著

者
は
、

「

祈
り

」

と
い

う
概

念
の

「

核
心

部
分
」

と
一

般

化
の

際
に

生

じ
る

「

ず
れ
」

を
見
極
め
よ

う
と

す
る

。

す
る
と

、

キ

リ

ス

ト
教

以

外
の

宗
教
の

場
合
は

、

教
典
が
個
々

人
の

祈
り
の

あ
り
方
を

規
定
す
る

テ

ク

ス

ト
と
し
て

機
能
す
る
こ

と

は

必
ず
し
も
多
く
な
い

の

に

対
し、

キ

リ
ス

ト

教
の

祈

り
は

教
典
と
い

う
「

物
」

に

媒
介
さ
れ
た
儀

礼
と
い

う
性

格
を
備
え
て

い

る

こ

と
が

浮
ぴ

あ
が

る
。

　

第
一

〇

章
・

第
一
一

章
「

宗
教
研
究
と

地
域
文
化
（
】
）
・
（
二
）
」

は
、

欧
米
直

輸
入
の

神
学
を

な
ぞ
る

キ

リ
ス

ト
教
研
究
の

流
れ
に

抗
し
て、

日

本
と
い

う
地
域

文
化
を

意
識
し

た

「

キ

リ
ス

ト
教
学
」

に

可

能
性
を

探
る

も
の

で

あ
る

。

著
者
に

よ
れ

ば
、

欧

米
に
お

け
る

キ

リ
ス

ト
教

神
学
は

、

歴
史
的

経
緯
と

社
会
的

位
置
づ

け
に

照

ら
し

て
、

あ
る

時
期
ま
で

は

そ
の

普
遍
性
が
自
明
視
さ
れ
て

い

た
。

そ

の

前
提
が
崩
れ

た

と

き、

キ
リ

ス

ト

教
神
学
は

宗
教
学
に
対

抗
意
識
を

燃
や

し
つ

つ
、

キ

リ
ス

ト
教
の

独
自
性

を

示
そ

う
と

し
た
（
弁
証

法
神
学）
。

し
か
し
、

現

代
の

キ

リ
ス

ト

教
研

究
は

、

新
し
い

学
問
の

座

標
軸
に

お
い

て

自

分
の

位
置
を
再

確
認

す
る
必

要
が

あ
る

の

で

は

な
い

か
。

他

方
、

日

本
に

お

け
る

キ

リ
ス

ト

教
研
究
を

遂

行
す
る

主

体
は
、

欧
米
と

異
な
る

コ

ン

テ

ク

ス

ト

に

置
か
れ

て
い

る
。

日

本
で

比
較
的
好
意
的
に

受
け
入
れ
ら
れ
た

の

は
、

キ
リ
ス

ト
教
の

本
流

か

ら
す
れ

ば
「

異
端
的
」

な
自
由
主
義
的
志
向
を
持
つ

ユ

ニ
一
ア

リ

ア

ン

で
、

こ

れ
は

宗

教
学
的
な

学

問
研

究
と

も
近
い

位
置
に

あ
っ

た
。

し

か
し、

「

欧

米
の

キ

リ
ス

ト

教
神
学
の

モ

デ

ル

に

付
き

従
う
日

本
の

キ
リ

ス

ト
教

研

究
者
」

は
、

日

本
の

文
脈
を

意
識
せ

ず
、

「

い

き
な

り
神
学
的

方
法
」

取
っ

て

し

ま
い

、

キ
リ

ス

ト
教
研
究
は

「

小
さ
く

浅
く
固
ま
っ

て

い

く
」

こ

と
に

な

り、

教

会
が

日

本
社
会
に

与
え
る

影
響

も
極
め

て

限
定
的
な
も

の

に

な
っ

て

し
ま
っ

た
。

こ

の

点
を
反
省
す
る
な
ら
、

や
は

り
自
分
の

立

ち

位
置
を

認
識
し
な
が
ら
の

研
究
が

不
可
欠
で

あ
る

。

そ
こ

で

著
者
は
、

一

方
で

「

神
学
」

概
念
の

拡

張
を

提
唱

す
る
。

す
な
わ

ち
、

「

自
ら

の

存

立

根
拠
を

弁
証
し
よ

う
と

努
力
す
る
」

試
み

を
広

義
の

神
学
と

見
な
し、

絶

対
性
や

普
遍
性
を
素
朴
な
前
提
と

す
る

の

で

は
な

く
、

相
対
化
の

な
か

で

の

当
事
者
性
の

自
覚
を
促
す

。

他
方
で

「

キ
リ
ス

ト

教
学
」

に

期
待
を

か

け
る

。

戦
前
の

京
都
帝
国
大
学
に
は

キ

リ
ス

ト

教
学
の

講
座
が

設
け
ら

れ、

一

九
五

二

年
に
は

日
本
基
督
教
学
会
が

設
立
さ
れ
た

。

そ
こ

に

は

日

本

文
化
の

な
か
で

キ
リ
ス

ト
教
研
究
を

行
な
う
問
題
意
識
が

見
ら
れ

た

と

い

う
。

こ

の

「

キ

リ
ス

ト
教
学
」

に
は
、

既
存
の

「

神
学
」

や
「

宗
教
哲

学
」

の

イ
メ

ー

ジ
は

そ
ぐ
わ

ず
、

「

近
代

宗
教
学
の

延
長

線
上

に
も
位
置

づ

け
ら
れ
る

よ

う
な
新
た

な
研
究
手
法
の

形
成
」

が

求
め
ら
れ

て

い

る

と

い

う
。

　

第
一

二

章
「

宗
教
論
の

曲
り
角
」

は
、

二

〇

〇

三

年
か
ら
二

〇
〇

四

年

に
か
け
て

刊
行
さ
れ
た

『

岩
波
講
座
宗
教
』

の

書
評
論

文
（
『

宗
教
研
究
』

三

四
八

号、

二

〇

〇

六
年
に
掲
載
V

を
も
と
に

し
た

も
の

で、

こ

こ

で

は

章
の

内
容
を

ま
と

め
る

代
わ

り
に、

『

岩
波
講

座
宗
教
』

全
一

〇

巻
の

格

好
の

ガ

イ
ド
で

あ
る

と

紹
介
す
る

に

と
ど
め
た
い

。

一

言
だ

け
付

け
加
え

（587）91
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る

な
ら、

こ

の

シ

リ

ー

ズ

は
、

近
代
的
「

宗
教
」

概
念
再
考
の

流
れ

を
踏

ま
え
た

現
代
日

本
の

宗
教
学
を

代
表
す
る

研
究
成
果
で

あ
り、

そ
れ

は
本

書
の

言
い

方
を
用
い

れ
ば

「

宗

教
論
」

か
ら

「

宗
教
文
化
論
」

へ

と
い

う

動
向
に

対
応
し

て

い

る
。

そ
し
て

、

「

境

界
領
域
の

研
究
を

積
極
的

に
切

り

開
く
こ

と
こ

そ

宗
教

学
に
課
さ

れ
た

務
め

で

あ
る
」

と
か
、

「

個
別
宗

教

集
団
の

研
究

（

神
道
学
・

仏

教
学
・

キ
リ

ス

ト
教
学
・

イ
ス

ラ
ー

ム

学

等
々
）

か
ら

宗
教
学
へ

向
か

っ

て

ど

の

よ

う
な
橋
渡
し
が
で

き
る
か
」

と

い

っ

た

文
章
に

、

著
者
の

問
題

意
識
が
よ
く
現
わ
れ
て

い

る
。

　

評
者
は

か

つ

て
、

著
者
が
編
ん

だ

『

聖
と

俗
の

交
錯
ll
⊥
示

教
学
と
そ

の

周
辺
』

（

北

海
道

大
学
出

版
会、

一

九
九

三

年
）

を
読
み

、

実
体
的
な

宗

教
よ

り
も
む

し
ろ

宗
教
の

周
辺
領
域
に

注
目
す
る

こ

と
で
、

鋭

角
的
な

宗

教
学
の

問
い

を
立
て

る
こ

と

が
で

き
る

の

だ
と

大
い

に

勇

気
づ

け
ら
れ

た
こ

と

が
あ
る

。

今
か

ら
振
り
返
れ
ば

、

そ

れ
は
ま
さ
に

「

宗
教
」

概
念

の

系
譜

学
的
理
解
を

促
す
も
の

に

ほ
か

な
ら

ず
、

「

宗
教
論
」

か

ら
「

宗

教

文
化
論
」

へ

と

い

う
流
れ
に

位
置
し
て

い

た
こ

と
が

見
え
て

く
る

。

　

宗
教
文
化
論
は
、

さ
ま
ざ
ま

な
ア

プ
ロ

ー

チ

を

複
合

的
に

組
み

合
わ
せ

る

こ

と

で
提
示
さ
れ
る、

広
が

り
を

持
っ

た

研
究

領
域
で

あ
る

。

本
書
が

用
い

て

い

る
方
法
論
的
な

特
徴
と
し
て

指
摘
で

き
る

の

は
、

言
葉
な
い

し

概
念
の

来
歴
の

特
徴
を
押
さ
え
る

こ

と
で
、

議
論
の

領
域
を
ひ

と
ま

ず
画

定
し
よ

う
と

す
る
手
法
で

あ
る

。

そ
し
て
、

言
葉
の

用

法
を

確
認
し

な
が

ら
、

そ
の

歴

史
的

文
脈
や
地
域

文
化
の

特
色
に

迫
ろ

う
と

す
る

ア

プ
ロ

ー

チ

で

あ
る

。

こ

う
し

て

本
書
で

は
、

「

宗
教
」

は

も
ち
ろ

ん
、

「

文
化
」

、

「

宣
教
」

、
「

（
宗
教
）

情

操
（
教
育
ご

、

「

ス

ピ

リ
チ
ュ

ア

リ
テ

ィ
」

、
「

祈

り
」

、
「

キ
リ
ス

ト
教
学
」

な
ど

が
、

そ
も
そ
も
ど
の

よ

う
な
ニ

ュ

ア

ン

ス

を
帯
び
た

言
葉
な
の

か
が
逐
一

検
討
さ
れ
る

。

　
と
こ

ろ

で
、

著
者
の

検
討
の

仕
方
は

、

必

ず
し
も
実

証
的
に
徹
底
し
た

も
の

で

は

な
い

。

む
し

ろ

問
題
（
系
）

を
浮
ぴ
あ
が
ら
せ

る

た

め

の

予
備

作

業
と
い

う
性
格
が

あ
り

、

構
築
さ
れ
る

検
討
対

象
と
往

還
関
係
に
あ
る

。

そ
う
で

あ
れ

ば
こ

そ、

著
者
の

検
討
の

視

角
は、

必
然

的
に
一

種
の

偏

り

や
盲
点
の

よ

う
な

も
の

も

生
じ
る
こ

と

に

な

る

だ
ろ

う
。

そ
の

偏
り
の

本

質
を
ず
ば

り
突
い

た

り、

盲
点
を
徹
底
的
に

補
っ

た

り
す
る
こ

と

は

評

者

の

手
に

余
る

が
、

む
し

ろ

読
み
な
が
ら
感
じ

た

素
朴
な

疑
問
な
い

し

違

和

感
を
ひ
と
つ

ぶ

つ

け
て

み

た

い
。

著
者
は
、

「

宗
教
文

化
」

と

い

う
概

念

が

欧

米
言
語
に
は

あ
ま

り
馴

染
ま
な
い

と

い

う
の

だ

が
（
一

二

頁
V
、

果

た

し
て

そ
う
だ
ろ

う
か

。

も
ち
ろ

ん
、

著
者
が

論
じ
る

よ

う
に、

キ

リ

ス

ト
教
信
仰
を
持
っ

た

論
者
の
一

部
が

、

宗
教
を

文
化
に

還
元
す
る
よ

う
な

態
度
を
忌
避
し
が
ち
だ

と

言
い

た
い

こ

と
は

わ

か
る

。

し
か
し、

カ

ナ

ダ

の

ケ
ベ

ッ

ク
州
で

は
、

二

〇
〇
八

年
よ

り
「

宗
教
」

に

代
わ

る
「

倫
理
・

宗
教
文
化
」

（
Φ

冖

ぼ
o
ω

僧

巳
民

9
Φq冖
o
⊆
ω

o
ロ

譯

耳
o）

と

い

う
名
称
の

科
目

が、

学
校
教
育
で

行
な
わ

れ
て

い

る
。

こ

れ
は

す
で

に

オ
フ

ィ

シ

ャ

ル

な

名
称
で

あ
り、

こ

の

科
目
に

不
満
を

抱
く
宗
教
的
な

守
旧
派
は
、

こ

れ
で

は

宗
教
を
文
化
に

還
元
す
る

こ

と
に

な
る

と

い

う
議
論
の

立
て

方
で

は
な

く、

む

し

ろ

o

巳
ε
毎

と
い

う
言

葉
に

知
識
に

還
元

さ
れ

な
い

人

間

形

成
の

側
面
が
あ
る
こ

と
を
強

調
し

な

が
ら、

そ
れ
が

宗
教
的
な
も
の

で

あ

る
べ

き
だ
と
い

う
議
論
の

立
て

方
を

し
て

い

る

よ

う
で

あ
る

。

　

研
究
と
教
育
の

関
係
に

つ

い

て

も
一

言
し
て

お
き
た
い

。

本
書
の

タ

イ

ト
ル

は、

二

〇

＝

年
に

設
立

さ
れ

た

「

宗
教

文
化
教

育
推

進
セ

ン

タ

ー
」

の

セ

ン

タ

ー

長
に

著
者
が

就
任
す
る

と
い

う
「

現
実
的

要

請
に

対

応
」

し
て

い

る

も
の

だ
と
い

う
。

ロ

本
の

宗
教
教
育
を
め
ぐ
る

議

論
は

長

い

あ
い

だ
行
き
詰
っ

て

い

て
、

著
者
は
こ

こ

に

風
穴
を
開
け
る

こ

と
を
望

92（588）
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ん

で

い

る
。

と
こ

ろ

で
、

著
者
が

日

本
の

公

教
育
の

な

か
で

な

し
う
る

宗

教
教
育
と

し
て

想
定
な
い

し
期
待
し
て

い

る
の

は
、

「

宗
派
教
育
と

は

区

別
さ
れ
た

宗

教
知
識
教

育
」

に

基
づ

き
な

が
ら

、

「

そ
こ

か

ら
新
た

に

宗

教
的
情
操
へ

の

道
も

整
え
ら

れ
な

け
れ
ば
な
ら

な
い
」

と
い

う
こ

と
の

よ

う
だ

。

世
界
の

国
々

に

は
、

宗

教
教
育
を

市
民
教
育
と

結
び

つ

け
る

形
で

再
定
式
化
す
る

傾
向
が

し
ば
し
ば

見
ら
れ

る

が
、

日

本
に
そ
の

よ

う
な
方

向
を

期
待
す
る

の

は

過
度
だ
ろ

う
か

。

二

〇
〇

六

年
の

新
教
育
基
本
法
に

は

「

宗
教
に

関

す
る
一

般
的
な

教
養
」

と
い

う
文
言
が

あ
る

が
、

第
三

章

を

中
心
と

す
る

議
論
を

読
む
か
ぎ
り、

著
者
は

日

本
の

宗
教
教
育
を

実
践

的
に

考

え
る

局
面
に
お
い

て

は
、

「

宗
教
知

識
教
育
」

や

「

宗
教
情

操
教

育
」

と
い

う
従

来
型
の

表
現
を

用
い
、

あ
え
て

「

宗
教
文
化
」

と

い

う
言

葉
を

持
ち
込
む
こ

と
は

避

け
て

い

る

よ

う
に

見
え
る

。

こ

れ

は
、

宗
教
文

化
論
を
タ

イ
ト
ル

に

銘
打
っ

て

い

る

こ

と
か

ら
す
れ

ば
、

や
や

物
足
り
な

い
。

も
っ

と

も、

「

宗
教
教
育
そ
の

も
の

を
消
極
的
に

扱

う
文
化
的

環
境
」

で

あ
る

日

本
に

お
い

て

は、

こ

れ
が

現
実
的
な

選

択
な
の

か

も
し
れ

な

い
。

　

著
者
は
、

日

本
の

キ

リ

ス

ト

教
会
の

主
流

派
が

欧
米
の

キ

リ
ス

ト

教
に

追

従
す
る

こ

と

で

社

会
か
ら

遊

離
し
た
こ

と

を
指
摘
し

な
が

ら
、

日
本
の

キ
リ

ス

ト
教
の

特
色
を

描
き
出

す
が

、

あ
る

意
味
で

は

同
じ
手
法
で
、

宗

教
教
育
の

議
論
の

行
き
詰
ま
り

や
困
難
を

語
る

こ

と
で
、

日

本
社
会
の

特

色
を

浮
き
彫
り
に

し
て

い

る
。

宗
教
文
化
越

境
論
の

要
諦
は
、

研
究
対
象

と

研
究
主

体
が

同
時
的
に

形
成

さ
れ

つ

つ
、

変
容
に
さ
ら
さ
れ
て
い

く
こ

と
だ
と

評
者
は
理

解
し

た
。

だ
と

す
れ
ば

、

宗
教
教
育
論
と

い

う
テ

ー

マ

も
、

宗
教
文
化
越

境
論
の

格
好
の

事
例
を
な

し
て

い

る

と

言

う
こ

と

が
で

き
る

だ
ろ

う
。

鄭
　
垓
汀
著

『

天

皇
制
国
家
と

女
性

　

　
　

　

日

本
キ

リ
ス

ト

教
史
に

お
け
る

木
下
尚
江

A5

判

』

　

　
　
教

文
館
　
二

〇
一

三

年
二

月
刊

三

九
五

＋

邑
く

頁
　
四

二

〇

〇

円
＋

税

柴
　
田

　
真

希

都

　
本
書
は

『

木
下

尚
江
全
集

』

（
教

文
館、

一

九
九

〇
ー

二

〇

〇
三

年）

完
結
後、

十
年
目
に

し

て

出
た

本
格
的
な

木
下
研
究
の

単
行
本
で

あ
る

。

こ

の

種
の

研

究
書
は

清

水
靖
久
『
野
生
の

信

徒
　
木
下
尚
江
』

（

九

州
大

学
出
版
会、

二

〇
〇
二

年）

以

来、

実
に

十
一

年
ぶ

り
と
い

う
こ

と

に

な

る
。

著
者
の

鄭
氏
も
本
書
で

危
惧

す
る

よ

う
に、

『

全
集
』

完
結
に

も
か

か
わ

ら
ず、

こ

こ

十

年
の

木
下

研
究
は

そ
れ
ほ

ど

充
実
し
た

様
相
で

は

な

か
っ

た
よ

う
だ

。

鄭
氏
の

本
作
で

の

試
み

は
、

そ

う
し

た

停
滞
気
眛
な
木

下

研
究
に

新
風
を

吹
き
込
む

意
味
を
も
つ

だ

け
で

な
く

、

女
性
史
や

キ
リ

ス

ト
教
史

分
野
に

関
わ
る

も
の

が
一

般
に

無
視
で

き
な

い
、

鋭
い

批
判
と

問
題
提
起
を

含
ん

だ

力
作
で

あ
る

と

評
者
は

受
け
と

め

て

い

る
。

　
本
書
の

構
成
は
以
下

の

通
り
で

あ
る

。

序

章
　
本
研
究
の

視
角
と

課
題

第
一

部
　
明
治
中
期
の

キ

リ
ス

ト
教
界
と

木
下
尚
江

　

第
一

章

明
治
中
期
に

お
け
る

キ

リ

ス

ト
者
の

「

男
女
関
係
」

論
と

　

　
　

　
　
そ
の

変
遷
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