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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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さ
れ
る

冠
」

型

の

詒
根
は、

U
」

刃

で
、

そ
れ

は

神
に

自

身
を

「

接
近
さ

せ

る
、

近
づ

け
る
」

8
酵
Φ

弓

戸

蠧
け
Φ

巳

こ

と
を
意
味
す
る

。

つ

ま
り
犠
牲

は

関
係
概
念
で

あ
り、

一

方
が
離
隔
し
て

い

る

時
に、

他
方
を
近
づ

け
る

こ

と

や、

一

方
に

近
づ

く
こ

と

を
意
味

す
る

。

そ
こ

か
ら
犠
牲
の

本
来
の

意
味
は
、

遙
か
遠
く
に

存
在
す
る

も
の

同
上
が
近
づ

く
こ

と
で

あ
る

。

ブ

ー

パ

ー

が

層
J
殉

を

「

そ
こ

へ

の

接
近
」

θ
髯
口
餌
，

¢

コ
ケq）

と

訳
し
た

意

図
は

そ

こ

に

あ
る

。

最
後
に

「

会
見
の

幕
屋
」

（
」

慧
0，
ず
コ
π）

と
は

、

荒

野
を

放
浪

す
る

際
の

、

持
ち

運
び

可
能
な

神
の

聖

所
で

あ

る
。

ぜ
z

は

テ

ン

ト
や

幕
屋
の

こ

と

で
、

今
ま
で

様
々

に

訳
さ
れ
て

き
た

。

七

十
入
訳

聖

書
で

は

「

証
し

の

幕
屋
」

、

ル

タ

ー
で

は

「

教

団
の

小

屋
」

（
Qり
叶

洋
甲

げ
口

偉
Φ）

、

内
ρ。

⊆

冒
ω

o
江−
じd
 
「

葺
皀
Φ
什

訳
で

は

「

啓
示
の

幕
屋
」

〔
O
映
Φ

⇒−

σ

霞

目
ひq
ω

N
Φ

5
と

訳
さ

れ

た

が、

ど

れ

も
意
味
を
適

切
に

表
現
し

た

と

は

言
い

難
く

、

ヴ
ル

ガ

ー

タ
の

「

契
約
の

幕
屋
」

が

辛
う
じ
て

正

し
い
。

」

誓
σ

を

構
成
し
て

い

る

語

根
の

謡、

は
、

カ

ル

系
で

「

会

議
を

手
配

す

る
」

「

誰
か
と
ど
こ

か
で

合
う
約
束
を

す
る
」

な
ど
の

意
味
が

あ

り、

正

確
に

は

「

あ
ら

か

じ

め

定
め
ら

れ
た

場

所
で、

出

会
う
べ

く
し

て

現
れ

る
」

こ

と

を

指
し
て

い

る
。

つ

ま
り
こ

の

幕
屋
は

神
の

臨
在
が
は
っ

き
り

目
の

前
に

思
い

浮
か
び
、

神
に

謁
見
で

き
る
場
で

あ
る

。

そ
こ

か

ら
ブ

ー

バ

ー

は

「

出
会
い

の

幕
屋
」

（

N
 

岑

α

韓
ゆ
Φ

ゆ煢
 

鵬
コ

巨
αq
）

と
訳
出
し
た

。

　

預
言
者
が

、

言
葉
を
媒
介
と

し
て

神
の

啓
示
を
預
か
り、

そ
れ

を
民
に

告
知
す
る

仲
介
者
で

あ
る
な
ら
ば
、

祭
司
は

、

礼
拝
を
執
行
し、

神
へ

と

犠
牲
や
供
物
を
献
げ
る
役
割
を
担

う
。

祭
司
は
こ

の

よ
う
な
具
体
的
な
供

犠
や

祭
儀
を

司
る

こ

と

を
通
し
た

「

神
−
民
」

関
係
の

仲
介
者
で

あ
る
。

そ
れ

ぞ
れ
の

祭
儀
規
定
は

、

原
語
の

語
根
ま
で

辿
る
と

、

そ
れ
は

神
と

民

と
の

関
係
を

示
す
概
念
に

よ
っ

て

表
現
さ
れ
て
い

る
。

ブ
ー

バ

ー

は
、

へ

ブ

ラ

イ
語
聖

書
の

独
語
訳
に
際
し
て
、

ヘ

ブ
ラ

イ

語
が

持
つ

そ
の

本
来
の

「

語
義
」

を

際
立
た

せ
、

馴
れ

親
し
ん

だ
ド

イ
ツ

語
を

用
い

ず
、

原
語
が

持
つ

意
味
を

残
し
た
訳
語
を
考
案
し
た

の

で

あ
る

。

「

生

の

宗
教
」

の

出
現

　
　

　

ジ
ン

メ

ル

『

宗

教
』

の

改

訂
を
め
ぐ
っ

て

ー

深

　
澤

　
英

　
隆

　

ゲ
オ
ル

ク
・

ジ

ン

メ

ル

ニ

八
五

八
−
一

九
一

八）

の

宗
教
論
の

代
表

作
で

あ
る

『

宗
教
』

（
b
縛

謁
乳

喧
ミ
）

は
一

九
〇

六

年
に

初
版

が、

一

九
一

二

年
に

大
幅
に

改
訂
増
補
さ
れ

た

第
二

版
が

出
て

い

る。

こ

の

改
訂

版
に

お
い

て
、

あ
る
種
の

「

生
の

宗
教
」

と

で

も
呼
ぶ

べ

き
ジ

ン

メ

ル

の

宗
教
ヴ
ィ

ジ

ョ

ン

が、

明
瞭
に

姿
を

現
す。

　
ジ

ン

メ

ル

の

こ

の

生
の

宗
教
の

立

場
に

は、

 
生
の
宀

示

教
の

方
法
論、

 
生
の

宗
教
の

超
越
論
的
生
成
論、
．
 
生

の

宗
教
の

存
在
論、

の

三

つ

の

ア

ス

ペ

ク

ト
が
見
分
け
ら

れ
る

。

　．
 
の

領
域
に

お

い

て

は
、

ジ
ン

メ

ル

は

P
・

バ

ー

ガ

ー

の

い

わ

ゆ

る

「

方
法
的
無

神
論
」

に

近
い

立
場
を
と
る

と

と

も
に

、

宗
教
の

真
偽
問
題

の

ポ

ス

ト
と

も
言
う
べ

き
地
点
を
探
っ

て

い

る
よ

う
に

も
見
え
る
。

　

 
の

領
域

に
お
い

て

は
、

宗
教
を
「

宗
教

性
」

（
園

亀
αQ

歪
試
¢

と

い

う
主

観
性
の

ア

プ
リ
オ
リ
な
領
域
の

解
明
を
通
じ
て

基
礎
づ

け
よ

う
と
の

関
心
が
明
ら

か
で

あ
る

。

こ

の

際
に

ジ

ン

メ

ル

の

議
論
の

特
徴
を
な

し

て

い

る

の

は、

宗
教

的
な

経
験
カ

テ

ゴ

リ
ー

が

結

合
す
る

経
験

内
容
自
体

が、

す
で

に
先
行
的
に
宗
教
的
カ

テ
ゴ

リ

ー
に

よ

っ

て

規
定
さ
れ
て

い

る
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