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ル

ド
ル

フ
・

シ
ュ

タ

イ

ナ
ー

の

キ

リ
ス

ト

教
論

野

　
日

　
孝

　
之

　
ル

ド

ル

フ

・

シ
ュ

タ

イ

ナ

ー

（
幻
信

α
o
气

Qり

盆

ぎ

霞
一

八

六
一

−
一

九

二

五
）

は、

ド

イ

ツ

に

お

い

て

「

人

智
学
」

（

〉
昌
什

訂
oOo

ω

8
三
 ）

と

称
す
る
思
想
お
よ
び

社
会
運
動
を
提
唱
し
た

思
想
家
で

あ
る

。

彼
が

社
会

的
実
践
と
し
て

の

入
智

学
を
起
こ

し
た
の

は

主
に

晩

年

2
九

＝
二

年
か

ら）

で

あ
り

、

そ
れ

以

前
に

は、

彼
は
神

智
学
協
会
ド
イ
ツ

支
部
の

事
務

総
長
と

し
て

神
秘

的
宇

宙
観
・

人

間
観
に

つ

い

て

の

講
演
を

行
っ

て

い

た
。

本

発
表
で

は
、

彼
が

神
智
学
協

会
と

関
わ
っ

て

い

た

時

期
（
一

九
〇

〇

1
一

九

＝
二
）

に
、

彼
の

キ
リ

ス

ト

教
に

つ

い

て

の

言
及
が

い

か

に

変

化
し

て

い

っ

た

の

か
を

追
う

。

こ

の

試
み

に

よ
っ

て
、

他
の

神
智
学
者
の

著
作
に

影
響
を

受
け
な
が

ら

構
築
さ

れ

た
シ
ュ

タ

イ

ナ
ー

の

キ

リ
ス

ト

教

解
釈
お

よ

び
イ
エ

ス

論
が、

ア

ニ

i
・

ベ

ザ
ン

ト

（

〉
昌

巳
Φ

しU
Φ
ω

p

葺）

の

「

東
洋
的
」

神
智
学
と

距
離
を
と
る

た

め

に

意
義
を

変
え
て

い

っ

た

こ

と

を
明
ら
か

に
し
た
い
．、

　
一

九

〇
〇

年
以
前
の

シ

ュ

タ

イ
ナ
ー

は
、

宗
教
や
信
仰
に

対
し
て

消
極

的
立
場
に

立

っ

て

い

た
。

彼
に

と
っ

て

の

「

啓
示
宗
教
」

は
、

外
部
か
ら

押
し

付
け
ら
れ
た

教
義
を
盲
目
的
に

受
け
入
れ
る
こ

と

を
意
味
し
た

。

人

間
は

自
ら
の

力
で

原
因
を
追
究
し
て

か
ら
諸
事
実
を

受
け
入
れ
な

け
れ
ば

な
ら
な
い

と

さ
れ
た

。

　

宗
教
に

関
す
る

言
及
が

増
加
し
た

の

は
一

九
〇
〇

年
以

降
で

あ
る

。

シ

ュ

タ

イ
ナ

ー

は
一

九
〇
〇

年
頃
か
ら
神
智
学
協
会
の

会
員
の

前
で

宗
教
に

関
す
る

講
演
を

行
い
、

そ
の

講
演
の

内
容
を

基
に

し
て
一

九
〇
一

年
に

『

神
秘
主
義
』

、

一

九

〇
二

年
に

『

神
秘
的
事
実
と

し
て

の

キ
リ

ス

ト
教
』

と

い

う
著
作
を

出
版
し
た
。

前
者
の

著
作
で

は、

新
プ
ラ

ト
ン

主
義
と
ド

イ

ツ

神
秘
主

義
が
自
己
認
識
の

方
法
と
い

う
伝
統
と
し
て

系

譜
づ

け
ら
れ

て

お
り、

宗
教
的
テ

ー

マ

を
扱
っ

て

い

な
が

ら
も

内
容
は

認

識
論
的

哲
学

に

終
始
し
て

い

る
。

後
者
の

著
作
に

お

い

て

彼
は

、

ギ

リ
シ

ア
、

イ
ン

ド、

エ

ジ

プ

ト
に

共
通
す
る

古
代
の

密
儀
の

存
在
を
主

張
し
、

そ

の

密
儀

の

参
入
者
と

し
て

ゾ

ロ

ア

ス

タ
ー
、

仏
陀、

ナ

ザ
レ

の

イ
エ

ス

を
並

列
化

し
た

。

そ
れ
で

も
彼
は

、

秘
密
の

叡

智
を
公

共
に

開
示
し

た

宗
教
と
し

て

キ
リ

ス

ト
教
を

評
価

す
る

。

し
か
し、

公
共

化
は

叡
智
の

通
俗
化
も

意
味

す
る

た
め

に
、

こ

の

時
点
で

は
キ

リ

ス

ト
教
が

他
の

宗
教
に

対
し

て

特
別

に

神
聖

視
さ
れ

て

い

る

わ

け
で

は

な
い

。

　
シ
ュ

タ

イ

ナ
ー

は
一

九
〇

二

年
に

神
智
学
協
会
へ

と

入
会
し、

ド

イ
ツ

支
部
の

事
務
総
長
に

選
出
さ

れ
、

神
秘
的
世

界
観
・

人
間
観
を
構
築
し
始

め

る
。

そ
れ

に

従
っ

て

キ

リ

ス

ト

教
や

イ
エ

ス

に

つ

い

て

の

講
演
も
行
わ

れ

た

の

で

あ
る

が
、

基
本
的
に

は

秘

儀
参
入
者
と

し
て

の

イ

エ

ス

と
い

う

視
点
が

維
持
さ
れ

る
。

こ

の

視
点
は
、

ア
ニ

ー
・

ベ

ザ
ン

ト
や

フ

ラ

ン

ス

の

神
智

学
者
エ

ド
ゥ

ア

ル
・

シ
ュ

レ

ー

（

団
仙
o

蠢
aG

り

o
げ

竃
Φ）

の

宗
教

観
を

受
容
し

た

も
の

で

あ
る

。

一

九
〇

四

年
に
シ

ュ

タ

イ
ナ
ー

は

神
智
学

協
会
の

主
流
の

思
想
が
仏
教
的
で

あ
る

の

に

対
し

て、

自
ら
の

課
題
が
そ

の

神
智
学
の

中
で

キ

リ
ス

ト
教
を

意
義
づ

け
る
こ

と

で

あ
る
と
自

覚
し
て

い

た
。

と

は

い

え、

イ
エ

ス

の

十
字
架
刑
に

よ

る

死
と

復
活
は

、

公

衆
に

霊
的
な
輪
廻
の

存
在
を

知
ら
せ

る

た

め

の

出
来
事
で

あ

り、

人
類
の

救

済

と

い

う
よ
う
な
観
念
は

見
ら
れ
な
い
。

つ

ま
り、

イ
エ

ス

は
あ
く
ま
で

も

秘
儀
参
入
者
と
し
て

の

人
間
と

見
な
さ
れ
て

い

た

の

で

あ
る

。

　
シ

ュ

タ
イ
ナ

ー

の

キ
リ

ス

ト
教
観
・

イ
エ

ス

観
が
変
化
し
た
の

は
一

九

246（1080）
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〇

六
年
か
ら
で

あ
る

。

こ

の

時
期
か
ら
キ
リ
ス

ト
教
は
諸
宗
教
を
束
ね
る

宗
教
と

し
て

見
な
さ
れ
る
よ

う
に

な
り、

次

第
に

秘
儀
参
入
者
イ
エ

ス

が

神
の

活
動
と

し
て

の

キ
リ

ス

ト
へ

と
移
行
し
て

ゆ

く
こ

と

に

な
る

。

さ
ら

に
一

九
一

〇
年
頃
か

ら
は
、

「

ゴ

ル

ゴ

ダ

の

秘
儀
」

（
1ー

イ

エ

ス

の

十
字
架

刑
）

が
歴
史
的
・

霊
的
中
心
点
と

し
て

重
要
視
さ
れ、

キ

リ
ス

ト
が

様
々

な
相
克．
や
カ

ル

マ

を
克
服
・

救
済
す
る
存
在
と

し
て
、

他
の

宗
教
創
始
者

か

ら

差
別
化
さ
れ
る

こ

と

に

な
る
。

こ

の

よ

う
な
言
説
の

変
化
は
、

ベ

ザ

ン

ト

の

「

東
洋
的
」

神
智

学
か
ら

距
離
を
と
り

、

キ

リ
ス

ト
教
的
神
智
学

を

再
構
築
す
る

意
図
を
も
っ

て

い

た
。

こ

の

変
化
の

結
実
が
シ
ュ

タ

イ

ナ

ー

の

「

人
智

学
」

へ

と

至
る
の

で

あ
る

。

シ

ュ

タ

イ

ナ

ー

の

キ

リ
ス

ト

（
教）

観
は
、

彼
の

思
想
の

変
遷
を

読
み
解
く
上

で

重
要
な

意
義
を
担
っ

て

い

た

の

で

あ
る

。

ブ

ー
バ

ー

に

お

け
る

「

原
離
隔
」

に
つ

い

て

田

　

島

卓

　
マ

ル

テ

イ

ン
・

ブ

ー

バ

ー

は
一

九
五

〇

年
の

著
作
『

原
離
隔
と
か

か

わ

り
』

で

「

原
離
隔
」

と
い

う
概
念
を
導
入
し
て

い

る
。

彼
は

さ

ら
に
一

九

六
一

年
の

『

哲

学
的

弁
明
か

ら
』

で
、

原
離
隔
に

つ

い

て、

我
−

汝
お
よ

び

我
−

其
れ

の

二

重

性
の

基
礎
づ

け
が

関
心
だ
っ

た

と

補
足
し

て

語
っ

て

い

る
。

ま
た

、

こ

の

補
足
的
テ

ク

ス

ト

の

な
か

で

は
、

原

離
隔
の

存
在
論

的
性
格
が

強
調
さ

れ

て

お

り、

そ

れ
が

認
識
論
的
な

反
省
の

次
元
に

根
を

持
つ

も
の

で

は
な
い

こ

と
が

示
さ

れ

て

い

る
。

　
に

も
か
か

わ
ら

ず
、

一

般
に

原
離
隔
は

認
識
論
的
な
場
所
に

お

け
る

態

度
決

定
に
関
す
る

も
の

と

解
さ
れ

る

こ

と

が
多
い

よ

う
に

思

わ

れ

る
。

す

な
わ

ち、

或
る
主

体
が

「

他
者
を

他
者
と

し
て

み

と
め
、

他
者
を

自
己
か

ら
押
し
離
す
動
き

」

、

あ
る

い

は、
「

他
者
の

他
性
を

受
容
す
る

備
え
」

と

い

う
よ
う
に
、

道
徳
的
な

ニ

ュ

ア

ン

ス

を

帯
び

た

認
識
論
的
な
態
度
の

問

題
と

し
て

解
さ
れ

て

い

る．．

だ
が

、

こ

の

理
解
に

は
、

ブ

ー

バ

ー

自
身
の

述
懐
に

抵
触
す
る

だ

け
で

な

く、

い

く
つ

か
の

困
難
が
孕
ま
れ

て

い

る
。

原
離
隔
が
認
識
論
的
態
度
と

解
さ

れ
る

な

ら、
一

方
で

は
、

原
離
隔
は

我
−

其
れ
の

基
礎
と

し

て

は

機
能
し

え
な
い

か

ら
で

あ
り、

他
方
で

は
、

認
識

論
的

態
度
が

保

持
さ

れ

る

こ

と
で
、

結
局、

主

観
−

客
観
−

構

造
が

保
存
さ

れ
て

し
ま
い
、

汝
と

其
れ

を

分
け
る

本
質
的
区
別
が

消
失
し

て

し

ま

う
か

ら
で

あ
る

。

　
と

こ

ろ

で

原
離
隔
が

認
識

論
的
態
度
と

し
て

解
さ

れ
て

し

ま
う
主
た
る

理
由
は、

お

そ
ら

く
二

つ

あ
る

。

ひ

と
つ

は

『

我
と

汝
』

に

お
け
る

「

生

得
の

汝
」

の

文
脈
に

あ
る

「

は

じ

め

に

か

か
わ

り
が

あ
る
」

と
い

う
良
く

知
ら

れ
た

テ

ー

ゼ

と
、

か

か
わ

り
の

前
提
と
し

て

の

原
離
隔
と
い

う
『

原

離
隔
と

か

か

わ

り
』

の

問
題

設
定
が

撞
着
し
て

い

る

か
に

見
え
る

か

ら

で

あ
る

。

も

う
ひ

と

つ

に

は
、

原

離
隔
と

い

う
隔
て

の

原
理
を、

我
−

汝
／

我
−

其
れ
の

両
根
源
語
に

先
行
さ

せ

る

こ

と

で
、

結
局
我
−

其
れ

を

助
長
す

る

こ

と

に

な

り
は

し

な
い

か
、

と
い

う
懸
念
で

あ
る
。

　
こ

れ

ら
に

対
し

、

原
離

隔
が

ブ
ー

バ

ー

じ

し
ん

の

述

懐
に

あ
る

と

お

り、

我
−

汝
お
よ
び

我
−

其
れ
と
い

う
根
源

語
の

基

礎
と
し

て

考
え
ら

れ

る

こ

と

を
し

め

す
こ

と
が

本
発

表
の

主

題
で

あ
る
。

　

本

発
表
で

は
、

『

原

離
隔
と

か
か

わ

り
』

を
主

た
る

対
象
と

し
て

、

ま

ず
ブ

ー

バ

！

じ

し

ん

に

よ

る

原
離
隔
の

定
義
と
は

た
ら

き
を

確
認
し
、

そ

れ

が

認
識
論
的
に

で

は
な
く

、

存
在
論
的
に
解
さ

れ

う
る

こ

と
を

示
す。
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