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「

優
雅
な

暮
ら
し
」 、

そ

し

て

「

イ

ン

テ

リ

と

い

う
イ
メ

ー
ジ
」

1
が

あ

た

か

も
実
現
さ
れ
て

い

る

か

の

ご
と

く

語
ら
れ

て

い

る

け
れ
ど

も、

当
の

民
衆
自
身
は、

「

階
級
差
が

存
在
す
る

限
り
」 、

こ

の

「

幸
福
」

の

実
現
は

「

偽
り
で

あ
り

続
け
る
」

こ

と

を
そ

れ
と
な
く

感
じ

取
っ

て

い

た
。

こ

の

民
衆
の

「

幸
福
へ

の

想
い
」

と

同
時
に

あ
る

「

否
定
さ

れ
た

願
望
像
」

が、

民
衆
の

憤
激
ー

ユ

ダ
ヤ
人
に

対
す
る
嫌
悪
感

1
を

呼
び

起
こ

し
た
の

で

あ
り、

「

悪
し
き

平
等
主

義
」

の

正

体
で

あ
る

。

　
（
3

）

「

反
ユ

ダ
ヤ

主
義
」

に

内
在

す

る

「

宗

教
的
敵
意
（
冨
凱
伽q一
〇 3
°。

Φ

勾
o

ぎ
島
oDo7

鋒
C
」

　

さ

ら

に

ホ

ル

ク
ハ

イ
マ

ー
と
ア
ド
ル

ノ

は
、

反
ユ

ダ

ヤ

主

義
の

内
部
に

は

「

ひ

そ

か

に

宗

教
的
敵
意
が
内

在
し
て

い

る
」

こ

と

を

指
摘
す
る
。

こ

の

敵
意
に

は

「

偶
鱇
禁
止
」

を
め

ぐ
る

問
題
が

関
連
し

て

い

る
。

す
な
わ

ち

キ

リ
ス

ト

教
は、

人

間
で

あ
る
イ

エ

ス

を
「

神
」

と

し

た
こ

と

で
、

「

偶
像
崇
拝
」

を
生
み

出
し
て

し

ま
っ

た
。

こ

の

「

キ

リ

ス

ト
を

通
じ

て

の

神
の

人

間
化
」

こ

そ、

「

一

切
の

誤
謬
の

源
泉
」

だ
と

解
釈
し

て

い

る
。

こ

の

こ

と

に

よ

り
、

「

キ

リ
ス

ト

教
会
は

、

と

に

か

く
教

会
の

定
め
た

教

え
に

従
え
ば

、

人
々

は

救
済
へ

の

道
を
見
出
す
だ
ろ

う
と

い

う
こ

と
を
基

に

し
て

成
り

立
っ

て

い

る
は

ず

な
の

に
」 、

こ

の

目
標
と
な

る

救
い

そ
の

も

の

の

聖
な
る

価
値
が

「

奪
わ
れ

て

し

ま
っ

て
」

い

る

た
め

、

非
真
理
で

あ
る
に

他
な
ら
な
い

の

で

あ
る

。

つ

ま

り

「

反
ユ

ダ
ヤ

主

義
の

宗
教

的
起

源
」

と

は、

“

キ
リ

ス

ト

教
よ
り

も
ユ

ダ
ヤ

教
の

方
が

優
位
に

あ

る
”

こ

と

を
感
じ

て

い

な

が

ら

も、

そ
の

よ

う
な

意

識
を

抑
え
つ

け
て
、

「

キ
リ

ス

ト

教
を
確
実
な

所
有
物
だ
と

信
じ
込
ん
だ
」

人
々

に

内

在
す
る

ユ

ダ
ヤ

人

憎
悪
な

の

で

あ
る

。

改
宗
制
度
に

み

る

　

　
　
ユ

ダ
ヤ

教
の

ア

イ

デ
ン

テ
ィ

テ
ィ

定
義

櫻

井

丈

　
ユ

ダ
ヤ

教

研
究
に

お

い

て

は、

ミ

シ

ュ

ナ

ー
・

タ

ル

ム

ー

ド

を
は

じ

め

と

し

た

ラ
ビ

文

献
及
び

第
二

神
殿
時

代
の
ユ

ダ
ヤ

文
献
の

文
脈
か

ら

「

ユ

ダ
ヤ

教
」

及
び

「

ユ

ダ
ヤ
・

ア

イ

デ
ン

テ

ゴ
ア

イ
」

を

問
い

置
す
学
術
的

作
業
が

こ

こ

十
年
で

な
さ

れ

て

き

て

い

る
。

そ

こ

で
一

貫
す
る

ア

プ
ロ

ー

チ

は

「

ユ

ダ
ヤ

教
」

を
宗

教
現
象
と

し

て

の

み

限
定
す
る

の

で

は

な

く
、

ひ

と

つ

の

出
自、

法

規
範

、

文

化
慣

習
を

含
ん
だ
包
括
的
な

エ

ス

ニ

ッ

ク

共
同
体
と

し

て

捉
え
る

と

い

う
も
の

で

あ
る

。

ω

冨
団
Φ

旨

∪卩

Oo
げ
Φ
⇒

は

そ

の

著
作、

蕁
鴨

蠶
§
嵩

ミ
鬯

ミ

斎
ミ
客
ミ

§
に

お

い

て
、

地
中
海
世

界
の

思

想
的
潮
流
で

あ
る
ヘ

レ

ニ

ズ

ム

と
の

邂
逅
を
通
し
て

、

西
ア

ジ
ア

に

お

け
る

パ

レ

ス

チ

ナ
地
方
に

居
住
す

る

血

縁
に

よ
っ

て

結
び
つ

い

た

部

族
連

合
体
で

あ
る

古
代
イ
ス

ラ
エ

ル

と

し
て

の
エ

ス

ニ

ッ

ク
・

ア

イ

デ
ン

テ

ィ

テ

ィ

の

枠
組
み

が

宗
教

慣
習
を

含
む

ユ

ダ

ヤ
人

q
鼠
＄
コ
＼ 、
」
コ．）

の

そ

れ
へ

と

変
化
し

て

い

っ

た

と
指

摘
す
る。

そ

の

枠
組
み

の
］

つ

と

は

元

来、

集
団
の

外
部
に

位
置
す
る

他

者
で

あ
る

異
邦
人
が

「

改
宗
」

と

い

う
制
度
を

通
し
て

ユ

ダ
ヤ

教
共
同
体
の

成
員
と

し

て

帰
属
す

る

と

い

う
も

の

で

あ
る

。

特
に

第
二

神
殿
時
代
に

お

い

て
、

ハ

ス

モ

ン

王

朝
下
に

お

け

る
周
辺
民
族
に

よ

る

ユ

ダ
ヤ

教
へ

の

集
団
改
宗
の

事
例
な

ど

か

ら、

こ

う

し
た

他
集
団
へ

の

帰
属

、

同
化
は
古
代
に

お

い

て

顕
著
で

あ
る

こ

と
が
わ

か

っ

て

き

て

お

り、

何
が

し

か

の

形
で

後
代
の

ラ

ビ

・
ユ

ダ
ヤ
教
の

改
宗
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制
度
に

少
な
か

ら

ず
影

響
を

与
え
て

き

た
と

考
え
る

の

が

妥
当
で

あ
ろ

う
。

し
か

し

Oo7

Φ
昌

の

論
点
は

、

今
後
の

ユ

ダ

ヤ

教
理

解
に

有
益
な

視

点
を

提
示
す
る
も
の

の、

古
代
後
期、

特
に

ギ
リ
シ

ャ

・

ロ

ー

マ

時
代
に

お

け

る
エ

ス

ニ

シ

テ

ィ

ー

及
び
そ

の

ア
イ

デ
ン

テ
ィ

テ
ィ

形
成
の

枠
組
み

が
ど

の

程
度
ま
で

定

義
で

き

る

の

か

と
い

う
問
題
・

視

点
を

提
起
し
て

い

な
い

。

　
ユ

ダ
ヤ

教
研

究
と

並

行
し

て
、

特

筆
す
べ

き

な
の

が

旨

竃’

閏
四

目

を

は
じ

め
と

す
る

古
代
ギ
リ
シ

ャ

及
び
ヘ

レ

ニ

ズ
ム

期
に

お

け
る

エ

ス

ニ

ッ

ク
・

ア
イ
デ
ン

テ

ィ

テ

ィ

研
究
で

あ
り、

ユ

ダ
ヤ

教
研

究
に

有
益
な

視
点

及
び

方
法
論
を

提
供
す

る

と

思
わ
れ
る

。

ヘ

レ

ニ

ズ

ム

と
い

う
】

つ

の

普

遍

的
思
想
潮
流
の

文

脈
か

ら、

外
部
の

人

間
に

よ

る
宗
教
・

文

化
・

慣
習

の

受
容
を
通
し
て
、

特
定
の

エ

ス

ニ

ッ

ク

集
団
に

帰
属
し
そ
の

成
員
と

し

て

自
己
規
定
し
て

く
と

い

う
モ

デ
ル

は、

ユ

ダ
ヤ

教
の

ア
イ
デ
ン

テ

ィ

テ

ィ

形
成
の

枠
組
み

を
理

解
す
る

上
で

重
要
な

観
点
を
提
示
す
る

よ

う
に

思

え
て

な
ら

な
い

。

本

発
表
で

は

ユ

ダ
ヤ
教
の

ア

イ
デ
ン

テ
ィ

テ

ィ

を

考
察

す
る

に

あ
た

り
改
宗
制
度
に

焦
点
を
当
て、

ラ

ビ
・

ユ

ダ
ヤ
教
共

同
体
に

お

け
る
改
宗
者
の

位

置
付
け

が
ラ

ビ
・

ユ

ダ
ヤ

教
の

人
聞
観
及
び
そ

の

自

己

規
定
を

理
解
す
る

上
で

重

要
な

キ
ー
タ
ー

ム

で

あ
る

こ

と

を
提

起
し

、

ラ

ピ
・

ユ

ダ
ヤ

教
に

お

け
る

ア

イ
デ
ン

テ

ィ

テ

ィ

を
出
自
・

文
化

慣
習
を

含
ん

だ
包
括
的
な

エ

ス

ニ

ッ

ク
・

ア
イ
デ
ン

テ

ィ

テ
ィ

で

あ
る

も
の

と

位

置
付
け

、

そ

の

流

動
性
及
び

相
互

浸
透

性
を

説
明、

定
義
す
る

べ

く、

山
鋤

臨

ら

に

よ

る

ヘ

レ

ニ

ズ
ム

期
に

お

け
る
エ

ス

ニ

ッ

ク
・

ア

イ
デ
ン

テ

ィ

テ

ィ

研
究
に

依
拠
し、

ラ

ビ

文
献
に

お

け
る
ユ

ダ
ヤ
・

ア
イ
デ
ン

テ

ィ

テ

ィ

形
成
と

の

比
較

検
証
を

行
う

。

具
体
的
な
ラ

ビ

文
献
の

検
証
に

は
パ

レ

ス

チ
ナ
・

タ
ル

ム

ー

ド、

ビ

ク

リ
ー
ム

篇
1
章
”

4
、

64a

項
を
一

次

資
料
と

し
て

用
い
、

主
に

農
産
物
の

初
物
の

献
上

及
び
申
命
記
26
章
臼

3

節
の

聖
句
の

祈
疇
を
唱
え

る

規
定
に

お

い

て、

他
の

共
同
体
の

成
員
と

照

ら

し
て

合
わ

せ

る

形
で
、

改

宗
者
は

ど

の

よ

う

な
義
務
を

課
さ

れ
共
同
体

に

帰
属
し
て

い

く
の

か

と

い

う

議
論
を

通
し
て、

改
宗
者
は

ラ

ビ

が

想

起、

理

解
す
る

で

あ
ろ

う
「

イ
ス

ラ

エ

ル
」

と

い

う
エ

ス
ニ

ッ

ク

集
団
の

範
疇
に

含
ま
れ

る

の

か

否
か

と
い

う

考
察
を

試
み

る

こ

と

で
、

古
代
に

お

け
る
エ

ス
ニ

ッ

ク
・

ア

イ
デ
ン

テ

ィ

テ

ィ

は

流
動
的
か

つ

浸
透

性
を
有
す

る

文
化
構
築

物
で

あ
る

こ

と

を
注
意

喚
起
す
る

も

の

で

あ
る

。

ス

ピ

ノ

ザ

と
ユ

ダ
ヤ

世
俗
主
義

　

ー
ヴ
ァ

イ
レ

ル

の

ユ

ダ
ヤ

神

権
政
治
よ

り

ー

平

　
岡

光

太

郎

　

本
発
表
で

は
、

現
代
イ
ス

ラ

エ

ル

に

お

け
る

オ

ピ
ニ

オ

ン

・

リ
ー

ダ
ー

的
存
在
の

ゲ
ル

シ

ョ

ン

・

ヴ
ァ

イ
レ

ル

（
一

九
九
四
没
〉

の

著
作
で

あ
る

『

ユ

ダ

ヤ

神
権
政
治
』

に

お

い

て
、

『

神
学
・

政
治
論
』

が

い

か

に

読
ま

れ
て

い

る

か

を

考
察
し

、

こ

れ
に

よ
っ

て

現
代
ユ

ダ
ヤ

世
俗
主
義
の

ス

ピ

ノ

ザ

受
容
の
一

端
を
明
ら

か

に

す
る

こ

と

を

目
的
と

す
る

。

ヴ
ァ

イ
レ

ル

は

テ

ル

ア

ビ

ブ

大
学
哲
学
学

科
の

教

授
だ
っ

た
。

彼
は、

ハ

ン

ガ

リ
ー

の

ユ

ダ
ヤ

教
育
に

熱
心
な
家
庭
に

生
ま
れ

、

第
二

次
世
界
大
戦
を
通
し
家
族

の

全

員
を
失
い

、

そ

の

直
後
か

ら
ユ

ダ
ヤ

教
の

戒
律
を
守
る

事
を

止
め

て

い

る
。

ヘ

ブ
ラ

イ

大
学
ユ

ダ
ヤ

思
想
学
科
の

ゼ

エ

プ
・

ハ

ー

ヴ

ィ

ー

は、

ヴ
ァ

イ
レ

ル

を

「

熱
心
な

世
俗
主
義
者
」

と

評
し
て

い

る
。
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