
■
文
化
史
の
窓

「啓

示
と
理
性

の
調
和
」

は

可
能
か

松
本

弘

読
者
が

こ
の
タ
イ

ト
ル
を
聞

い
て
真

っ
先

に
思

い
浮
か

べ
る

の
は
、
中
世

ヨ
ー

ロ
ッ
パ
最
大

の
哲
学
者

ト

マ
ス

・
ア
ク
イ

ナ
ス

(
話
卜Q
α
1
譯

)

で
あ

ろ
う
。
し
か
し
、
イ

ス
ラ
ー
ム
世
界

で
は
、
そ
れ
は
正
統
派
神
学

ア
シ

ュ
ア

リ
ー
派

の
名
祖

ア
シ

ュ
ア
リ

ー

(
c。
お

ー
㊤
G。
㎝
)

と
、

近
代

エ
ジ
プ

ト
に
お

い

て
イ

ス
ラ

ー

ム
改

革
運

動

を
展

開

し
た

ム

ハ
ン

マ
ド

・
ア
ブ

ド

ゥ
フ

(
一
〇〇
心
⑩
1
一
⑩
O
α
)

と
な
る
。

キ
リ

ス
ト
教
と
イ

ス
ラ
ー

ム
は
、

ユ
ダ
ヤ
教
と
と
も
に
同
じ
唯

一
神
を
信

仰
す
る

い
わ
ば
兄
弟
宗
教

で
あ
る
が
、

こ
れ
ら
は
成
立

当
初

か
ら
、

ひ
と

つ

の
大
き
な
矛
盾
を
抱
え

て
い
た
。

そ
れ
は
、

人
間
理
性

を
は
る
か
に
超
越

す

る
唯

一
絶
対
神

を
、

人
間
理
性
、

す
な
わ
り
ギ
リ

シ
ャ
哲
学

に
よ

っ
て
説

明

し
な
け
れ
ば
な

ら
な

い
と

い
う
矛
盾

で
あ

る
。
「
神

が
言

う

こ
と

は
正
義

で

あ
る
」

と
す
る

一
神
教
と
、

「正
義
を
行

う
も

の
が
神

で
あ

る
」

と
す
る
ギ

リ

シ
ャ
哲
学

は
本
来
水

と
油

で
あ
り
、
形
而
上
学
的
真

理
の
た
め
の
哲
学
的

論
法

を
信
仰

の
真

理
の
た
め
に
用
い
る
こ
と
は
、
必
ず
論

理
の
帰
結

と
信
仰

の
教

え
と
の
間

に
軋
轢
を
生

じ
さ
せ
る
。
神
学
者
、
哲
学
者

た
ち

は
、
あ

ら

ゆ
る
問
題

の
核
心

で
常

に
こ
の
矛
盾
と
直
面
す

る
こ
と
と

な
る
。

中
世

イ

ス
ラ
ー
ム
神
学

で
は
、
ギ

リ
シ

ャ
哲
学
を
用

い
て
人
間

の
責
任
を

主
張
す

る
ム
ー
タ
ジ

ラ
派
と
、

「な
ぜ
と
問

う
こ
と
な
く
」

盲
目
的

に
信
仰

せ
よ
と
す

る

ハ
ン
バ

ル
派

(現

サ

ウ
ジ

ア
ラ
ビ

ア

・
ワ
ッ
ハ
ー
ブ
派

の
源

流
)
と

の
対
立
を
、

ア
シ

ュ
ア
リ
ー
が
両
者

の

「
中
間
を
行
く
」

こ
と

に
よ

り
解
決
し
、
現
在
ま

で
続
く
正
統
派
神
学
を
確
立
し
た
。

ト

マ
ス

・
ア
ク
イ

ナ
ス
も
、
当
時

の
キ

リ
ス
ト
教
神
学

に
お
け

る
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
哲
学

に
関

す

る
排
斥
と
受
容

の
対
立
を
、
イ

ス
ラ
ー
ム
哲
学
を
援
用
す
る

こ
と

に
よ
る

収
拾
し
、
中
世

ス

コ
ラ
哲
学
を
完
成
さ
せ
た
。
そ
し

て
近
代

エ
ジ
プ

ト
の
ム

ハ
ン

マ
ド

・
ア
ブ

ド
ゥ
フ
は
、

ウ

ェ
ス
タ
ン

・
イ

ン
パ
ク
ト
と
し

て
押
し
寄

せ
る
西
欧
近
代
文
明

に
対
し
、
そ
れ

に
迎
合
す
る
近
代
派
勢
力
と
、
た
だ

ひ

た
す
ら
拒
否
す
る
だ
け

の
保
守
派
勢
力
と
が
対
立
す
る
状
況

に
あ

っ
て
、
過

去

の
純
粋
な
イ

ス
ラ
ー
ム
に
回
帰
す
る

こ
と

に
よ
り
、
思
考

の
柔
軟
性
を
回

復
し

て
現
状
を
改
革
し
よ
う
と
試
み
た
。

こ
れ
ら
三
者

に
共
通
す
る

こ
と
は
、
そ

の
思
想
内
容

の
中

心
が

「啓

示
と

理
性

の
調
和
」

に
あ
る
と
評
価
さ
れ

て
い
る

こ
と

で
あ
る
。

三
者

と
も
、

理

性

を
判
断
基

準
と
し

て
重
視

す
る
立
場

と
、
神

の
絶
対
性

に
依
拠

し

て
理
性

を
軽
視

す
る
立
場

と

の
対
立

に
際

し
、
両
者

の
折
衷

に
よ
り
問
題

の
解
決
を

図
り
、

そ

の
結

果
大
多
数

の
支
持

を
得

る
総
合
的

な
理
論

の
構
築

に
成
功

し

て
い
る
。

し
か
し
、

そ
れ
は
結

局
、

既
述

の
根
本
的

な
矛
盾

を
そ
の
ま
ま
に

し

て
哲
学

を
宗
教

に
よ

っ
て
抑
制
す

る
も

の
で
あ
り
、

理
性

の
活

用
は
宗
教

の
前

に
立
ち
止

ま
ら
な

け
れ
ば

な
ら
な
い
も

の
で
あ

っ
た
。

宗
教

に
人
間

や
社
会

の
価
値

の
源
泉
を
求
め

る
限

り
、
解
決
方
法

は
こ
れ

し
か
無

か
ろ
う
。

し
か

し
、

ル
ネ

ッ
サ

ン
ス
以
降

の

ヨ
ー

ロ
ッ
パ
は
、
理
性

を
宗
教

か
ら
切

り
離
す

こ
と

に
よ

っ
て
、

「下
位

の
理
性
が
、

上
位

の
神
を
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語
る
」
と

い
う
矛
盾
を
解
消
し
た
。

い
わ
ゆ
る
西
欧
近
代
は
、
そ

の
価
値

の

源
泉
を
宗
教

で
は
な
く
理
性

に
求
め
る
も

の
で
あ
り
、

ム

ハ
ン
マ
ド

・
ア
ブ

ド

ゥ
フ
が
批
判
し
た
近

代
派
勢

力
も
、
理
性

に
よ

っ
て
宗
教
を
語
る
者

た
ち

で
は
な
く
、

理
性

の
み
に
よ

っ
て
行
動
す
る
者

た
ち

で
あ

っ
た
。

近
代

の
問

題

に
中
世

の
方
法

は
通
用
せ
ず
、
彼

の
後

継
者

た
ち
は
、
社

会
変

化
に
対

応

す
る
宗
教

の
展
開
を
目
指

す
イ

ス
ラ
ー

ム
近
代

主
義

(
の
ち
に
世

俗
主
義

と

一
体
化
)

と
、
宗
教

に
よ

っ
て
現
実

を
正

そ
う
と
す
る
イ

ス
ラ
ー
ム
原
理
主

義

に
再

分
裂

し

て
い

っ
た
。

な
ら
ば
現
代

に
は
、

「
啓
示
と
理
性

の
調
和
」

に
い
か
な
る
意

味
が
あ
る

の
だ
ろ
う
か
。

こ
れ
ま

で
の
思
想
史

的
プ

ロ
セ
ス
を
考
え
れ
ば
、

イ

ス
ラ
ー

ム
原
理
主
義

と
世

俗
主
義

と

の
闘
争

は
、

ど
ち
ら
か

一
方

の
勝
利

に
終

わ
る

と

い
う
見
方

の
み
な
ら
ず
、
将

来
再
び

「
啓
示
と
理
性

の
調
和
」

を
唱
え
る

思
想
が
現
れ
、
両
者

の
折
衷

・
綜
合

を
図
る
可
能
性
も
存
在
す
る
。
し
か
し
、

そ

の
場

合

の

「
調
和
」

は
中
世

の
も

の
と
は
、

当
然
異
な
る

こ
と
に
な
る
。

近
現
代
に
お

い
て
宗
教

が
対
峙

し

て
い
る

の
は
、

宗
教

に
関
わ
る
理
性

の
活

用

で
は
な
く
、
理
性
そ

の
も

の
で
あ
る
か
ら
だ
。
そ

の
違

い
を
最
も
端

的

に

表
わ
し

て
い
る

の
が
、

現
代
思
想

に
よ
る
理
性

批
判

で
あ
ろ
う
。

現
代
思
想

は
、

理
性

を
批
判
す
る
た
め

に
宗

教
を
持
ち
出
し
た
り
は
し
な

い
。
た
だ
理
性

の
み
を
問
題
と
し

て
批
判
す
る
。
そ

の
批
判
は
、

レ
ヴ

ィ

・

ス
ト

ロ
ー

ス
の
よ
う

に
人
間

の
判
断
基
準

を
当

人

に
は
意
識
さ
れ
な

い

「
構

造
」

に
求
め
た
り
、

フ
ー

コ
ー
の
よ
う

に
思
想

で
は
な
く
世

の
中

の

「
仕
組

み
」
を
問
題

に
し
た
り
と
様
々
だ
が
、
そ

こ
に
は

一
神
教
が
持

っ
て
い
た
矛

盾
よ
り
も
、
は
る
か

に
大
き
な
矛
盾

が
内
在
し

て
い
る
。
そ
れ
は
、
理
性
を

批
判
す
る
た
め

に
、
そ

の
同
じ
理
性
を
用

い
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と

い
う
矛

盾

で
あ
る
。
批
判

の
た
め

の
説
明
も
根
拠
も
、

当
然
な
が
ら
論
理
的

に
示
さ

れ
ね
ば
な
ら
ず
、

そ
れ
は
批
判
対
象

で
あ
る
近
代
合

理
主
義

の
枠
内

で
な
さ

れ
る
。

理
性

に
関
わ
る
最
大

の
問
題

は
、

理
性

と
は
い
か
な
る
も
の
か
、

ど

う
あ
る

べ
き
か
と
い
う

こ
と

で
は
な
く
、
宗
教

と
同
じ
く
他

に
代
替
物

が
無

い
と
い
う

こ
と

で
は
な
い
か
。

そ
も
そ
も
理
性

と
は
、

よ
り
合

理
的

な
も
の

を
目
指

し

て
様
々
な
思
想

が
論
争

を
繰

り
返
す
け
れ
ど
、

い

つ
の
日
か
最
終

的

に
勝
利

を
収

め
た
思
想

が
全
世
界

を
支

配
す
る

こ
と
を
、

そ
の
目
的

と
す

る
も
の
か
も
し
れ
な
い
。
資
本
主
義

の
基
本
的
矛
盾

(競
争

の
果

て
に
独
占

が
あ
る
)

と
、

パ
ラ

レ
ル
な
展
開

を
持

つ
も

の
と
も
言

え
る
。

な
ら
ば
、

理

性

は
宗
教

と
同
じ
く
、
対
等

な
る
他
者

を
認
め
な
い
独
善
性

を
そ
の
基
礎

に

置
く
も

の
と
い
う

こ
と
に
な
る
。
現
代
思
想

は
、

理
性

の
こ
の
よ
う
な
絶
対

性

に
挑

ん

で
は

い
る
が
、
得
物

が
同
じ

で
は
勝
負

に
な
ら
な
い
。

近

代
に
お
い

て
革
新

で
あ

っ
た
理
性

は
、
現
代

で
は
改
革

ま
た
は
打
倒

さ

れ
る

べ
き
伝

統
と
な

っ
て
し
ま

っ
た
観

が
あ
る
。
結

局
そ
れ
は
、

理
性

が
理

想
社
会

を
作

ろ
う
と
す
る
も
の
か
ら
、

た
だ
目

の
前

の
個

別
的

問
題

を
解
決

す
る
た
め
の
も

の
に
移

っ
て
き
た
こ
と
を
意
味

す
る
。
社
会
学
的
法
学

な
ど

は
、

そ

の
典
型

で
あ
ろ
う
。

こ
の

「古

い
理
性
」

に
対

し
、
宗
教

が
巻

き
返

し
を
図
り
、

現
代

思
想

が

「新

し
い
理
性
」

を
模
索

し

て
い
る
。
保
守
的

な

宗
教

が
体
制

変
革

の
旗
手

と
な
り
、
革
新

で
あ
る
は
ず

の
共
産
主
義

が
保
守

派
と
呼
ば
れ
る
よ
う
な
、
保
守

と
革
新

の
混
乱

が
世
界
中

で
起

き

て
い
る
の

も
、

そ

の
ひ
と

つ
の
現
れ

で
あ
ろ
う
。

「新

し
い
理
性

」

と
は
、

一
体

い
か

な
る
も

の
な

の
か
。
新

た
な

「啓

示
と
理
性

の
調
和
」

は
、
将
来
実
現

す
る

の
か
。

す
る
と
す
れ
ば
、
宗
教

と
綜
合

さ
れ
る

の
は

「古

い
理
性
」

な
の
か
、

「
新
し

い
理
性
」

な

の
か
。

誰
か

こ
う

い
う

テ
ー

マ
で
、

お
も
し
ろ
い
S
F

小
説
を
書

い
て
く
れ
な

い
だ
ろ
う
か
。

(ま

つ
も
と

ひ
ろ
し

・
本
学
兼

任
講

師

・
中
東
地
域
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究
)
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