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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。

（1081）247

N 工工
一Eleotronio 　Library 　



Japanese Association for Religious Studies

NII-Electronic Library Service

Japanese 　Assoolatlon 　for 　Rellglous 　Studles

第 3 部会「宗教研究』 85巻 4輯 （2012年）

原
離
隔
は

、

あ
る

存
在
者
に
そ
れ

固
有
の

存
立
と

存
続
を
み

と
め

る

は

た

ら

き
と

解
せ

る
。

こ

れ
を
導
入
す
る

た

め

の

方
法
論
と
し

て
、

ブ

ー

バ

ー

は
、

メ

ル

ク

マ

ー

ル

の

総
体
が

ど
こ

に

そ

の

存
在
根
拠
を
も
つ

か

と

い

う

問
い

を
提
示
し
て

い

た
。

こ

う
し

て

区
別
す
る

は

た

ら

き
の

根
拠
と

し
て

導
入

さ
れ
た

原

離
隔
が

存
在

者
を
存
在
者
と

し
て

把
握
さ

せ

る

と

い

う

が、

こ

れ

は
逆

に

い

え
ば
、

存
在
者
が

存
在

す
る

と
い

う
了

解
に

お
い

て
、

根
源
的
な
隔
て

が
生
じ
て

い

る

と

い

う
こ

と
で

あ
る

。

　

そ
し
て

第
一
に
、

原
離
隔
と

か

か
わ

り
と

が

相
互

嵌
入
構
造
を

持
っ

て

い

る

こ

と

を

指
摘
す
る

。

原
離
隔
に

帰
さ

れ
た

世
界
を

与
え
る

と
い

う
機

能
は
、

あ
る

本
質
的
存

在

者
の

現

前
に

よ
っ

て

補
完
さ

れ
る

が、

こ

れ

は
、

か
か
わ

り
が
生
じ
る

こ

と

に

よ
っ

て
、

世
界
の

世
界
性
が
生

じ
る

と

い

う
こ

と

を

意
味
し、

し
た
が
っ

て
、

原
離
隔
と
か

か

わ

り
が
相
互
嵌
入

構
造
に

あ
る

こ

と

が
伺
え
る

。

　

そ

う
し
て
、

第一．
一
に、

原
離
隔
が
こ

と

ば

の

某
礎
と

し
て

機
能
し
て

い

る

こ

と
を

確
認
す
る

。

原
離
隔
と

か
か
わ

り
の

証
拠
と

し
て
、

ブ

ー

バ

ー

は
こ

と
ば

の

存
在
を
挙
げ
て
い

た．、

プ

ー

バ

ー

は

呼
び

か
け
と

語
り
か
け

を
区

別
し、

こ

と

ば
を
用
い

る

語

り
か
け
が、

あ
く
ま
で

原
離
隔
に

よ

っ

て

可
能
で

あ
る
こ

と
を
論
じ
て

い

た
。

　

根

源
語

我
i

汝
／
我
ー

其
れ
は
、

す
ぐ
れ

て

こ

と
ば
と

し
て

存
在
す
る
ゆ

え
、

こ

の

基
礎
と

し
て

原
離
隔
が

考
え
ら

れ
る

と

本
発
表
は

キ

張
す
る

。

M
・

ブ

ー

バ

ー

に

お

け
る

ユ

ダ

ヤ

教
律
法
の

祭
儀
規
定

　

鏘

堀

　
川

　
敏

　
寛

　
ヘ

ブ
ラ

イ

語
聖

書
の

律
法
に

描
写
さ
れ

た

諸
規

定
の

中
で
、

出
エ

ジ

プ

ト

記
二

十
九

章
「

日
ご

と
の

献
げ
物
」

の

記
述
は
、

前
半
（
三

十
八
−
四

十
一

節
）

は

味
気
な
い

精
確
さ
を
も
っ

て

献
げ
物
の

規
定
が
列
挙
さ
れ
て

い

る

が
、

そ

の

記
述
の

後
（

四

十
二
ー
−

四

十
六
節）

に

文
体
や

語
の

調
子

が

変

化
す
る

。

「

神
」

や
「

ヤ

ハ

ウ
ェ

」

と
い

う
語
が

頻
出
し

、

そ
れ
が

一

人
称
で

語
ら

れ
、

「

汝
ら
」

や
「

イ

ス

ラ

エ

ル

の

民
」

に

対

す
る

使
信
が

語
ら

れ
る

。

つ

ま

り
事
柄
に

則
し
た

規

定
（
＜
o

諺
。

年
洋
）

は
、

最
終
的

に

神
の

教
え

（

煢
¢

『
＝

ロ
αq）

を
民
に

伝
え
る
こ

と

が

含
意

さ
れ

て

い

る
。

　

次
に
、

祭
儀
規
定
に

関
す
る

ブ

ー

バ

ー

の

ド
イ

ツ

語
訳
に
つ

い

て

紹
介

し

た

い
。

「

全
焼
の

供
犠
」

（

］

∫

琶

は
、

「

焼
き
尽

く
す
献
げ
物
」

や

「

燔

祭
」

（
切
「

き
α
o

嘗
 

「）

と

訳
さ
れ

る
。

た

だ

し
こ

の

語

根
コ

ず
昭

は

「

焼

く
」

こ

と
で

は

な

く、

戦
場
に

て

燃
え
盛
り
高
く
昇
っ

て

い

く
狼

煙
な
ど

が

「

高
く、

立
ち

昇
る
」

（
〉
自
巽
 

蒔
Φ

コ）

こ

と
で

あ
る

。

か

く
て

全
焼

の

供
儀
は
、

犠
牲
と

な
る

も
の

が
焼
か
れ
、

煙
と

な
っ

て

高
い

と

こ

ろ
へ

と

上

が
っ

て

い

く
こ

と

を

意
味
す
る

。

こ

こ

で

供
儀
は、

人

間
と

神
と
の

出
来
事
で

あ
り、

こ

の

行
為
を
通
し

て

神
へ

と

導
か
れ
る

そ
の

方

向
付
け

が

大
切
で

あ
る

。

そ
こ

で

は

煙
を
高
く
上

げ
る

こ

と

に

よ
っ

て
、

良
き

匂

い

を

ヤ
ハ

ウ
ェ

へ

と

献
げ
る
こ

と

が

意
図
さ
れ

て

い

る
。

「

宥
め

の

香
り
」

と

訳
さ
れ
て

い

る

口
］

届

q、
」

の

語
根
で

あ
る

暑
は

、

「

安
息
す
る

」

「

落

ち
着
く

」

こ

と

を

意
味
す
る
こ

と
か

ら
、

ブ
ー

バ

ー

は
「

共
に

憩

う
芳
香
」

勇
ロ

警
α
Φ
ω

○

興

島
Φ

口
ω
）

と

訳
し

た
。

次
に

「

犠
牲
」

（

○

冨
興
）

と

訳
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