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リ

テ

ィ
」

概

念
は
、

一

方
で

は
、

ユ

ダ
ヤ
“

キ

リ

ス

ト
教
的

伝
統
の

外
部

に

あ
る

宗
教
的
事
象
を

示
す
記
号
と
し

て

使
わ
れ
て

お

り
、

イ
ロ

コ

イ

族

や

ア

ル

ゴ

ン

キ

ン

族
の

信
仰
か

ら
、

経
済
学
者
ム

ハ

マ

ド
・

ユ

ヌ

ス

の

生

き

ざ
ま

（

バ

ン

グ

ラ

デ

シ
ュ

の

ム

ス

リ

ム

家
庭
に

生
ま
れ

貧
困
問
題
に

取

り

組
み

ノ

ー
ベ

ル

平
和
賞
を

受
賞
）

ま
で

を
も
カ
バ

ー

す
る

幅
広
い

も
の

と
な
っ

て

い

る
。

他
方
で

は
、

キ

リ

ス

ト

教
的
な

宗
派
の

信
仰
も

「

ス

ピ

リ

チ
ュ

ア

リ

テ

ィ
」

と
い・
2．
百

葉
で

語

り
直
さ
れ
て

い

る

面
が
あ．
る

。

し

た
が
っ

て
、

こ

の

言
葉
に

は
、

倫
理
・

宗
教
文
化
教
育
へ

の

賛
成

者
と
反

対

者
の

対
立
や

葛
藤
が
内
包
さ
れ
て

い

る
。

　

さ
ま
ざ
ま
な
「

宗
教
」

の

あ

り
方
を
提

示
す
る

教
科

書
は、

各
宗
教
に

つ

い

て

本

質
主
義

的
な
語

り
を
し
て

い

る

部
分
も
あ
る

が、

む

し
ろ

興
味

深
い

の

は
、

宗
教
と

世
俗
的
な
価
値
観
の

並
列
化
を
進
め
て

い

る
こ

と
で

あ
る

。

ま
た、

世

俗
的
な
社
会
生
活
の

な
か
に

埋

め

込
ま
れ
て

い

る

宗
教

的
な
ル

ー

ツ

を
発

見
す
る
よ
う
な
叙
述
が
な
さ
れ
て

い

る
こ

と

も
あ
る

。

こ

れ
ら
は
現
代
社
会
の

な
か
の

宗
教、

あ
る

い

は

身
近
な
生

活
の

な
か
で

生
徒
が
実
際
に

出
会
う
形
の

宗
教
の

あ
り
方
に
近
い

。

こ

の

こ

と

は
、

学

科
の

科
目
名
が

、

「

宗
教
」

で

は
な
く、

「

倫
理
・

宗
教
文
化
」

で

あ
る
こ

と

と

も
関
係
し
て

い

る
と

思
わ

れ
る

。

　

間
文
化
主
義
的
な
共
生
の

試
み

が

見
ら
れ

る

こ

と
も

特
徴
的
で

あ
る

。

宗
教
と

宗
教、

あ
る

い

は

文
化
と

文
化
の

あ
い

だ
の

壁
は
、

必

ず
し

も
乗

り
越
え
不
可
能
な
も
の

と

し
て

提
示
さ

れ

る

の

で

は

な

く、

む
し

ろ

対
話

的
な
相
互
交
流
の

な

か

で

宗
教

や
文
化
が

変
容
し
て

い

く
こ

と
が

考
慮
さ

れ

て

い

る
。

　

も
っ

と

も、

こ

れ

ら

の

さ
ま

ざ
ま
な
ポ

ジ
テ

ィ

ヴ
な

要
素
が
あ
る
一

方

で
、

問
題
点
が

な
い

わ

け
で

は

な

い
。

た
と
え
ば、

他

者
理
解
の

あ

り
方

は

や
は

り
ユ

ダ

ヤ
ーー

キ

リ

ス

ト

教
的
な

読
解
格
丁
が

強
い

し
、

近
代
西
洋

的
な
「

宗
教
」

概
念
の

相
対
化
も
十
分
と
は

言
え

な
い

と
こ

ろ

が
あ
る

。

宗
教
学
に

お

け
る

分
類
の

問
題

と

教

育
藤

　
原

　
聖

　
子

　
こ

の

四
半
世
紀

、

近
代
的
宗

教
概
念
と

宗
教
学
に

対
す
る

批
判
が

盛
ん

に

行
わ
れ
て

き
た
が、

そ
の

上
で

ど

う
宗
教
を
語

り
な
お

す
か
に

つ

い

て

は、

個
々

の

研
究
者
の

専
門
領
域
で

試
み

ら
れ

る

こ

と

は

あ
っ

て

も
、

最

も
基
礎
的
な
宗
教
史
や
比
較
宗
教
論
（
宗
教

類
型

論）

に

つ

い

て

は

未
だ

十
分
に

議
論
が

な
さ
れ
て

い

な
い

。

す
な
わ
ち

、

高
等

教
育
に

せ
よ

中

等

教
育
に

せ

よ
、

教
育
と

い

う
実

践
の

場
で

は

誰
で

も
避

け
る

こ

と
が

で

き

な
い
、

各
主

要
宗
教
の

起
源
・

成
立
・

相
互
比
較
の

語

り
方
に、

宗
教
概

念
批
判
・

宗
教
学
批
判
は

ど

う
関
係
し

て

く
る
の

か

と

い

う
問
題
が
突
き

つ

め

ら
れ

て

い

な
い

の

で

は

な
い

か
。

　

そ
の

よ

う
な

基
礎
的
レ
ベ

ル

か

ら
宗
教
を

語
り
な

お

す
に

は
、

ま
ず
こ

の

問
題
固
有
の

困
難
が

あ
る

こ

と
を

認
識
す
る

必
要
が

あ
る

。

と
い

う
の

も
、

そ

れ

は

ポ
ス

ト
コ

ロ

ニ

ア

ル

批
評
が
明
ら
か
に

し

た

民
族
誌
記
述
の

問
題
、

あ
る

い

は

い

わ
ゆ

る

歴

史
認
識

問
題

と

重
な
る

部
分
も
あ
る

が、

そ

れ

ら

に

尽
き
る

わ

け
で

も
な
い

か

ら
で

あ
る

。

表
象
す
る

先
進
国
の

研

究
者、

そ
の

対

象
と
な
る

第
三
匿

界
の

人
々

の

問
の

権

力
関
係
を
克
服
す

る

た
め

に
、

研

究
者
は

そ
の

特
権

的
立

場
を

離
れ

、

現
地
の

人
々

と

対
話

の

関
係
を

築
く
べ

き
だ
と
言
わ
れ
る

が
、

原

始
キ
リ

ス

ト

教
・

仏
教
の

歴

史
に
つ

い

て

は
、

一

体
誰
が
現
地
の

人
々

に

あ
た
る

の

か
は

全

く
自

明
で
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は

な
い

。

宗
教
間

対
話
の

比
喩
は
一

層
混
乱
を
引
き
起
こ

す
。

言
い

回
し

の

修
正
（
た

と

え
ば
勝
利
主
義
史
観
的

表
現
の

削
除）

だ

け
で

は
根
本
的

な

解
決
に
は

な

ら
な
い

。

　
一

つ

確
か

な
こ

と

と

し
て

言
え
る

の

は、

困
難
は

単
に

記
述
や
事
実
認

識
を
め

ぐ
る

も
の

で

は

な
く、

こ

れ
ま
で

の

宗
教
の

分
類
方
法
に
根
が
あ

る

と

い

う
こ

と
で

あ
る

。

中
で

も
世
界
宗
教
・

民
族
宗
教
の

分
類
は
、

宗

教
史
の

記
述、

特
に

ユ

ダ
ヤ
教
ー
キ
リ
ス

ト

教
関
係
史、

部
族
宗
教
ー
イ

ス

ラ
ム

関
係
史、

ヒ

ン

ド
ゥ

ー

教
−

仏
教
関
係
史
の

記
述
を

大
き
く
規
定

し

て

き
た

。

し
か

も
そ

こ

に

は
、

日

本
特
有
の

問
題
も

あ
る

。

近

年
の

「

世
界
宗
教
」

の

概
念
に

対
す
る
歴

史
的
な

批
判
研

究
と

し
て

は
、

増
澤

知
子
や
ジ
ョ

ナ

サ
ン
・

ス

ミ

ス

に

よ

る

も
の

が
知
ら

れ

て

い

る
。

そ
れ
ら

の

研
究
か
ら

わ

か
る

こ

と
の
一

つ

に
、

欧
米
で

は
、

か

つ

て

は

世
界
宗
教

を
キ

リ
ス

ト

教、

イ
ス

ラ

ム
、

仏
教
に

限
定
し
て

い

た

が、

後
の

研
究
者

た

ち
は

「

多．
元
主
義
的
エ

チ
ケ

ッ

ト
」

の

た

め

に

七
に

増
や

し
、

現
在
は

「

世
界
の

諸
宗
教
」

と

い

う
意
味
に

変
容
し

た

と

い

う
こ

と

で

あ
る

。

こ

れ

に

対
し
て

、

日
本
で

は

世
界
宗
教
の

カ

テ

ゴ

リ

ー

は
、

現
在
も
三

宗
教

に

限

定
し
て

使
わ
れ

る

こ

と
が

多
く、

そ
の

理

由
は

『

宗
教

学
辞
典
』

（
小
口
・

堀
監
修
）

の

鈴
木

範
久
に

よ
る

説
明
か

ら

変
わ
っ

て

い

な
い

。

す
な

わ

ち、

M
・

ウ
ェ

ー

バ

i
以
来
の

現
世
拒
否
的
救
済
観
の

有
無
で

あ

る
。

そ
の

原

因
と

し
て

考
え
ら
れ
る

の

は、

一

つ

に

は
、

「

多
元
主

義
的

エ

チ

ケ

ッ

ト
」

を

求
め

ら
れ

る

よ

う
な

日
常
的
状

況
が

な
い

こ

と
、

も
う

一

つ

は
、

西
洋
近
代
合
理
主

義
の

特
殊
な
発
展
（
そ

し

て

そ

れ

と

対
を
な

す

東
洋
の

特
殊
性
）

を

宗
教
文
化
と
い

う
点
か

ら

説
明
す
る

こ

と
へ

の

需

要
が

高
い

こ

と

（

そ

こ

に

世
俗
的
観
点
か

ら

宗
教

史
を

学
ぶ

意

義
を

帰
し

て

き
た

こ

と
）

で

あ
る

。

特
に

後
者
の

関
心
の

下
で

は、

（

ウ

ェ

ー

バ

1
・

テ

ー

ゼ

に

則
り）

カ

ル

ヴ
ィ

ニ

ズ

ム

に

収
斂
し

て

い

く
よ

う
に

ユ

ダ

ヤ

ー
キ

リ

ス

ト

教
史
を

構
成
す
る

こ

と
に

な
る

た

め
、

否
応
な

く
プ
ロ

テ

ス

タ

ン

ト

中
心
的
な
キ

リ

ス

ト

教
観
に

な
る
。

つ

ま

り
、

日
木
で

は
、

近

代
化
論
的
関
心
が
無
自
覚
の

う
ち
に

プ
ロ

テ

ス

タ

ン

ト

護
教
論、

文
化
特

殊
性
論
を

容
認
し
て

き
た

と
い

う
問
題

が
あ
る

。

特
定
の

理
論
的
観
点
か

ら

の

構
築
物
で

あ
っ

た

は

ず
の

類
型
が
、

各
宗
教
に

内

在
す
る

本
質
で

あ

る

か

の

よ

う
に

捉
え
ら

れ

て

き
た

の

で

あ
る
。

　

そ
れ

で

は

こ

の

問
題
に

つ

い

て
、

宗
教
の

基
礎
コ

ー

ス

を

教
え
な
く
て

は

な
ら
な

い

者
は

ど

う
す
れ

ば
よ

い

だ
ろ

う
か

。

各
宗
教
史
の

専
門
家
が

問
題
に

取
り
組
み、

記
述
を

修
正

す
る

の

を

待
つ

し

か

な
い

の

か
。

こ

こ

で

提
唱
し

た

い

の

は
、

逆
に

教
育
の

場
を
積
極
的
に

活
用
す
る

こ

と

で

あ

る
。

従
来
の

学
問
論
（

科
学
論
）

で

は
、

研
究
者
と

研
究
対
象
の

問
の

相

互

作
用
は

よ

く
議
論
さ
れ

て

き
た

が
、

多
く
の

研
究
者
は

ま
た

教
室
に

お

い

て

も
他
者
と
の

相
互

作
用
を

経
験
す
る

。

解
釈
学
的
循
環
は

そ
こ

に

も

発
生

し
て

い

る

こ

と

を

意
識
的
に

研
究
に
取
り
込
む
こ

と
に

つ

い

て
、

一

つ

の

テ

ス

ト
ケ

ー

ス

を

示
す。

宗
教
教
育
の

二

方
向

　
　
　
　
水
平
的

多
元
主
義
と
垂
直
的

多
元
主
義
の

あ
い

だ

津

　
城

　
寛
　
文

　

現
代
日

本
の

宗
教
教
育
論
は

、

何
を

目
的
と

す
る

か

に

よ

っ

て、

か

に
四
つ

に

分
け
ら
れ

る
。

政

官
主

導
の

「

道

徳
心
」

「

公
共
心
」

養
を
主

張
す
る

も
の
、

既
成
教
団
や
法
曹
界
主

導
の

「

オ

カ

ル

ト
」
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