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と
い

う
ク

ル

ア

ー

ン

の

言
葉
を
さ
ま
ざ
ま
な
宗
教
同
士
の

教
義
的
つ

な
が

り
の

基
盤
と

し
て

引
用
し

、

「

真
理
を

説
く
神
の

人
」

と

し

て

の

「

使
徒
」

は
す
べ

て

の

宗
教
に

見
出
せ
る

と

し
て

い

る
。

さ
ら
に

、

ブ

ッ

ダ
ダ
ー

サ

は
釈
迦
を
は
じ
め

と

す
る

歴
史
上

の

宗
教

指
導
者
た
ち
は

、

ア

デ

ィ

プ

ッ

ダ
〔
本
初

仏
）

か

ら

派
生
し
て

い

る

と

し、

包
括
主

義
的
ア

プ
ロ

ー

チ
を

展
開
し

て

い

る
。

　
次
の

例
は

、

米
国
出

身
で

チ
ベ

ッ

ト
仏

教
の

指

導
者
・

研
究
者
で

あ
る

ア

レ

ク

サ

ン

ダ
ー
・

バ

ー

ズ

ィ

ン

（
一

九
四
四

1
）

の

見
解
で

あ
る

。

彼

は
神
の

問
題
が
ム

ス

リ

ム

に

と
っ

て

大
き
な
重
要．
性
を
持
っ

て

い

る

こ

と

に

注

目
し
、

ム

ス

リ

ム

と
の

対
話
に

お
い

て

仏
教
が

無
神
論
で

あ
る

こ

と

に

直
接
言
及
す
る

こ

と
は

避

け
る
べ

き
で

あ
る

と
主

張
し

て

い

る
。

さ
ら

に

仏

教
に

お

い

て

神
に

相
当
す
る

も
の

と

し
て

ア

デ

ィ

ブ
ッ

ダ

の

概
念
を

導
入
し
、

イ

ス

ラ

ー

ム

で

は

ア

ッ

ラ

ー

が

究
極
的
に

は

人

格
化
さ
れ

て

お

ら

ず、

不
可
知
な
る

存
在
で

あ

る

と

さ
れ

て

い

る

ゆ

え
に
、

す
べ

て

の

も

の

の

源
で

あ
り

「

言
葉
・

概
念
を
超
越
し、

想

像
で

き
な
い
」

ア

デ

イ

ブ

ッ

ダ
は

ム

ス

リ
ム

に

と
っ

て

共
感
し
や

す
い

も
の

で

は

な
い

か

と
述
べ

て

い

る
。

　
最

後
の

例
は
、

浄
土

真
宗
の

僧

籍
を

持
ち

、

英
文
学
お

よ

び

比
較
文
化

研
究
を

専
門
と

す
る

学
者
で

あ
る

狐
野

利
久
（
一

九一、
＝

1
）

の

見
解
で

あ
る
。

彼
は

、

ア

ッ

ラ

ー

と
阿

弥

陀
如
来
は
そ

れ

ぞ
れ

の

伝
統
に

お

い

て

唯
一

の

救
済
者
お
よ

び

信
者
に

よ

る

礼
拝
の

対
象
で

あ
り、

形
も
色
も
な

く
、

ま
た

そ
の

属
性
を

表
す
さ

ま
ざ
ま
な

名
前
を

持
つ

と
い

う
共
通
点
を

持
っ

て

い

る

と

指
摘
し

て

い

る
。

さ
ら
に

氏
は
、

イ
ス

ラ

ー

ム

に

お

け
る

ア

ブ

ド
ゥ

ッ

ラ
ー

（
神
の

僕）

の

概
念
は

「

如
来
の

奴
隷
に

な

る
」

と
い

う
浄
土

真
宗
の

思
想
に

通
じ
る

も
の

で

あ
り

、

「
イ
ス

ラ

ー

ム
」

と
「

帰

命
」

は

同
じ

姿
勢
を

表
し

て

い

る

と
主
張
し
て

い

る
。

　
こ

れ

ら
の

見
解
は

す
べ

て

イ

ス

ラ

ー

ム

に

お

け
る

神
と

、

仏
教
の

「

真

理
」

を

示
す

概
念
を

同
列
視

す
る

ア

プ
ロ

ー

チ

を
と
っ

て

い

る
。

そ
の

背

景
に

あ
る

の

は
、

二

つ

の

宗
教
を

完
全

に

分

か
ち
か

ね

な
い

「

神
の

問

題
」

に

挑
戦
を
い

ど
み
、

仏

教
側
か
ら

そ
れ

に

相
当
す
る

も
の

を

提
示
す

る

こ

と
に

よ
っ

て

現
代
に

お

け
る

仏

教
徒
と
ム

ス

リ
ム

の

問
に

絆
の

意
識

を

育
も
う
と

す
る

意
欲
で

あ
る．、

こ

の

よ

う
な

試
み

は

ま

だ

稀
で

は

あ
る

が
、

こ

れ

は
グ
ロ

ー

バ

ル

化
が

進
み
、

宗

教
間
の

衝
突
が

続
く
現
代
世
界

の

状

況
に

対

す
る

ダ

イ
レ

ク

ト

な
反
応
と
し
て

出
て

き
た

極
め

て

現
代
的

な

現
象
で

あ
る

と

考
え
ら

れ
る

。

一

神
教
に

よ

る

偶

像
崇
拝

批

判
が

意
味
す
る

も

の

若
　
林

　
明

　
彦

　

宗
教
の

類
型

化
の
一

つ

で

あ
る

「

一

神

教
」

対
「

多
神
教
」

と
い

う
の

は
、

信
仰
や

崇
拝
の

対
象
が

＝
」

な
の

か

「

多
」

な
の

か

と
い

う
単
な

る

数
の

問
題
と
し

て

捉
え
る

の

な
ら
、

そ
の

宗
教
の

本
質
を

明
ら

か
に

す

る

上
で

大
し

て

役
に

立
た

な
い

。

実

際
の

宗
教
は
、

一

神
教

な
の

か
多
神

教
な
の

か

判

別
し

に

く
い

も
の

が

多
い

か
ら
だ

。

問
題
は
、

唯
一

性
を

強

く
主

張
す
る

宗
教
に

と
っ

て
、

⊃
」

と

は

何
か
、

「

多
」

で

あ
る

こ

と

の

何
が

許
し

難
い

の

か
と
い

う
こ

と
だ

。

一

神
教
に

お

い

て

も

そ
の

神
が

図

像
な
ど
で

偶

像
化
さ

れ
れ

ば

多
神
教
以
上
に

排
撃
さ

れ
る

こ

と
か

ら
す
る

と
、

結
局

、

一

神
教
に

と

っ

て

許
し

難
い

の

は

「

多
」

と

い

う
こ

と

よ

り

む
し

ろ

偶
像

崇
拝
で

あ
り

、

唯
一

性
も
反

偶
像
か

ら

の

帰
結
と
し

て

捉
え

306（1140）
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る
べ

き
だ
ろ

う
。

で

は
、

偶
像
崇
拝
は
な
ぜ

そ
こ

ま
で

拒
否
さ
れ

る

の

か
。

　

そ
も
そ
も
一

神
教
で

あ
れ

多
神
教
で

あ
れ、

そ
の

「

聖
な
る

も
の
」

の

観
念
や
儀
礼
は
、

人
間
が
共
同
休
（

集
団
社
会）

を

形
成
し

て

生

き
て

行

く
過

程
の

中
で

生
み

出

さ
れ
る

も
の

と

考
え
ら

れ

る
。

だ

と

す
る

と
、

「

聖
な
る

も
の
」

（
神
）

と
の

関
わ

り
や
交
わ

り
は
、

共
同
体
の

中
で

の

人

問
同
士
の

そ

れ

が

元
型
と

な
っ

て

い

る

は

ず
だ

（

理

念
と
し
て

は
逆

転
し

て

い

て

も
）

。

共
同

体
内
の

人

間
に
と

っ

て
、

生

き
る

条
件
に

し
て

最

大

の

関
心

事
は

、

他
者
と

の

「

財
の

交
換
」

（
エ

コ

ノ

ミ

ー
）

と

「

性
的

交

わ

り
」

（

エ

ロ

ス
）

だ

か
ら、

人

間
と

神
も

ま
た
、

エ

コ

ノ

ミ

ー

と

し
て

の

「

供
犠
」

（

財
と
し
て

の

犠
牲
の

贈
与

、

破
壊、

共
食
な
ど

）

と

エ

ロ

ス

と
し

て

の

「

聖

婚
」

と
い

う
祭
儀
に

よ
っ

て

関
係
づ

け
ら
れ

る
、

と

人

間
は

想
像
す
る

。

そ
し
て

、

エ

コ

ノ

ミ

ー

の

相
手

、

エ

ロ

ス

の

相
手
と

し

て

神
人

同
形

的
イ
メ

ー

ジ
を

喚
起

す
る

偶

像
が

作
り
上

げ
ら
れ

、

偶
像

崇

拝
が
生
ま
れ
る

。

人
々

は
こ

の

偶

像
と
の

交
わ

り
に

お
い

て

豊
か
な
富
を

確
か
な
も
の

に

で

き
る

と

信
じ

る

の

で

あ
る

。

　

さ
て、

こ

の

偶
像
崇
拝
が

高
度
に

発
展
し

た

古
代
オ
リ
エ

ン

ト
の

肥
沃

地
域
（
エ

ジ
プ
ト、

メ

ソ

ポ
タ

ミ

ア、

パ

レ

ス

チ

ナ∀

の

周
辺
に

は、

そ

こ

か
ら
得
ら
れ
る

富
に
与
る
こ

と
が
で

き

ず
、

ま
た

政
治
的
に

も
抑
圧
さ

れ
て

い

た

諸
々

の

部
族
集
団
が
い

た
。

そ
の

中
か

ら、

自
ら
の

独
立
と

生

き
残
り
を
か
け
て
、

あ
る

統
合
理
念
の

下
に

イ
ス

ラ
エ

ル

部
族
連
合
体
が

生

ま
れ

る

の

だ
が、

そ
の

理
念
と
は
、

「

偶
像
崇
拝
は

富
を

も
た
ら
す
」

と
い

う
考
え
方
の

断
固
た

る
否
定、

そ
し
て

物
質
的
繁
栄
で

は
な
く
自
由

と

社
会
的
正

義
（

公
正
）

の

回
復
と

そ
れ
を
実
現
に

導
く
唯
一

神
へ

の

絶

対
的
信
仰
で

あ
る

。

そ
れ

が
ヤ

ハ

ウ
ェ

宗
教、

古
代
イ
ス

ラ

エ

ル

の

宗
教

の

起
源
で

あ
る

。

だ

か

ら
、

そ
れ
は
、

供
犠
を
含
め

た

祭
儀
の

過
剰
性
を

批

判
す
る

。

ま
た
、

神
と

人
間
と
の

疎
通
は
、

聖

婚
に

見
ら
れ

る

放
縦
な

性
的
結
合
で

は

な

く、
「

こ

と

ば
」

（
ロ

ゴ

ス
）

に

よ

る

厳
格
な

倫
理
性
を

伴
っ

た

契
約
に

よ
っ

て

な
さ

れ

る
。

　
こ

の

よ

う
に
、

古
代
イ
ス

ラ
エ

ル

の

宗
教
は、

当
時
と
し

て

は

突
出
し

た
ロ

ゴ

ス

性、

倫
理
性
を
も
っ

た
宗
教
と

言
え
る
が

、

他
方
で

、

偶
像
崇

拝
に

見
ら

れ
る

よ

う
な
人

間
く
さ
い

パ

ト
ス

と
エ

ロ

ス

を

内
在
さ
せ

て

も

い

る
。

夫
と
し

て

の

神
ヤ
ハ

ウ
ェ
、

妻
と

し
て

の

イ
ス

ラ

エ

ル

と
い

う
喩

え、

ヤ
ハ

ウ
ェ

と

婚
姻
契

約
を
結
ん
で

い

な
が
ら
肥
沃

神
（
バ

ア

ル

神
）

に

魅

惑
さ

れ
る

イ
ス

ラ
エ

ル

に

対
し
て

「

嫉
妬
」

す
る

ヤ
ハ

ウ
ェ

。

そ

し

て

そ
の

背
信
に

対

す
る

「

姦
淫
」

と
い

う
名
の

断

罪
。

こ

れ
ら

は
、

占
代

イ
ス

ラ
エ

ル

の

宗

教
が

本

来
、

捕
囚
後
に

排
他
性
を
強
め

て

い

く

唯
一

神

教
（
ヨ
o
コ
09

¢

厨

ヨ
）

で

は

な

く、

他
の

神
の

存
在
ま
で

は

否
定
し

な
い

拝
一

神
教
（

Bopo

訂
窟
望）

で

あ
る

こ

と
を

示
す
も
の

で

あ
る
。

そ
し
て
、

こ

の

拝
一

神
教
が

偶
像
崇
拝
（

50
一
鉾
亳）

の

要
素
を
内
に

抱

え
込
み

な

が
ら
も、

そ
れ

を
批
判、

克
服
し
よ

う
と

す
る
こ

と
の

中
に、

偶

像
を
求

め

て

や
ま
な
い

感

受
性
〔
パ

ト
ス
）

と

偶
像
を
錯
誤
と

し

て、

抑
圧

と
し

て
、

疎
外
と
し

て

破
壊
し
よ
う
と

す
る

精
神
性
（
ロ

ゴ

ス
）

と

の

絶
え
ざ

る

相
克
と

い

う
人

間
の

普
遍
的
本
性
を

読
み

取
る

こ

と

が

で

き
る

。

そ
の

地

（

創
世
記
一

・

二

a
）

は

混
沌
で

あ
っ

た

か

野

　
口

誠

創
世
記
一

2
「

そ
し
て

そ
の

地
は

〔
ト
フ
・

ワ
・

ヴ
ォ

フ
〕

で

あ
っ

た
」

の

ヘ

ブ

ル

語
を
関
根
正
雄
訳
と

新
共
同
訳
は

「

混
沌
」

と
訳
し
て

い

る
。
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