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ク

ザ
ー

ヌ

ス

に

よ

れ
ば、

神
は

そ

の
一

性
に

お

い

て

万
物
を
包
含
す
る

一

方
で
、

そ
の

神
の
一

性
は

事
物
の

多
性
に

お

い

て

展
開
す

る
。

つ

ま
リ

ク

ザ

ー
ヌ

ス

は
、

万
物
の

包
含
と
し
て

の

神
を
「

固

有
で

語
り
得
な
い

名

称
」

と

す
る
一

方
で

、

さ

ま
ざ
ま

に

あ
り

得
る

肯
定

的
名
称
を

、

そ
の

固

有
の

名
称
に

よ

っ

て

包
含
さ

れ

て

い

る

も
の

の

展
開
と

し

て

捉

え
て

い

る
。

こ

の

よ

う
に、

包
含
と

展
開
の

理
論
は、

ク

ザ

ー
ヌ

ス

の

神
名
論
の

形
而
上

学
的
基
盤
を
な

す
も
の

と

し
て

見
る

こ

と

が

で

き
る

。

　

ク

ザ
ー

ヌ

ス

に

お

け
る

神
の

名
の

議
論
が

包

含
と

展
開
の

理

論
を
そ

の

基
盤
と
し
て

持
つ

と

い

う
こ

と

は、

そ

の

枠
組
み

が

彼
の

肯
定
／

否
定
神

学
の

理

解
と

密
接
に

連
関
し
て

い

る

こ

と

を
意
味
す

る
。

実
際
に

彼
は、

「

肯
定
神

学
」

は

必
然
的
に

「

否
定
神
学
」

に

よ
っ

て

補
わ

れ
る
必
要
が

あ
る

と

し

て

い

る

が
、

そ

の

理

由
を、

包

含
と

展
開
の

理

論
か

ら

与
え
て

い

る
。

つ

ま
り、

一

方
で

は
、

い

か

な
る

宗
教
に

お

い

て

も
そ

の

礼
拝
は

必
然
的
に

神
に

つ

い

て

の

積
極
的
な
肯

定
に

よ

っ

て

基

礎
づ
け

ら

れ
ね
ば

な
ら
な
い

が
、

他
方
で

は、

似
像
そ
の

も
の

が

真
理
と

取
り

違
え

ら
れ
る

「

偶
像
崇
拝
」

（
達
o一
讐
比
餌）

を

避
け

る

た

め

に

も

否
定
神
学
は

不
可
欠

と

さ
れ

る
。

こ

う

し
た

見
解
は

、

基
本
的
に

は

デ
ィ

オ

ニ

シ

オ

ス

的
な

枠

組
み
を
ほ
ぼ

忠
実
に

踏
襲
す
る

も
の

だ

が
、

デ
ィ

オ

ニ

シ

オ
ス

が

神
名
の

議
論
に

お

い

て

そ

の

形
而
上

学
的

前
提
と

し

た

階

梯
論
的
枠
組
み
と、

ク

ザ

ー

ヌ

ス

の

神
の

名
の

論
点
に

は、

明
確
な

違
い

が

認
め

ら

れ
る

。

　
ク

ザ

ー

ヌ

ス

に

は
、

包

含
と

展
開
の

理

論
を

補
足
す

る

も
の

と

し

て

「

縮
限
」

（

oo

昌

窪
po

菖
o）

の

理

論
が

あ

り
、

そ

の

プ
ロ

セ

ス

は

確
か

に

「

自
然
の

秩
序
」

（

c

乱
o

＝

舞
コ

達
 
）

を

背
景
と

し
た

段
階
的
な
も
の

と

し

て

描
か

れ

て

い

る
。

だ
が
そ

れ

は、

神
名
の

位
階
と

し

て

の

意
味
を
持

つ

も
の

で

は
な

い
。

む
し
ろ

そ

れ

は、

神
と

宇
宙、

さ

ら

に

は

個
々

の

被

造
物
の

形
而
上

学
的
連
関
を

説
明
す

る

理
論
的
枠
組
み

と

し

て

の

意
味
を

持
つ

も
の

で

あ
る

。

　

ク

ザ

ー
ヌ

ス

に

お

い

て

そ

う

し
た

視

点
が
可
能
と

な
る

の

は
、

彼
が

神

を
、

自
然
の

秩

序
の

頂

点
に

位
置
す

る
よ

う
な

存
在
と

し

て

捉
え

て

は

い

な
い

た

め

で

あ
る。

彼
に

と

っ

て

神
と

は
、

空

間
的
な

比

喩
に

お

い

て、

宇
宙
の

縮
限
の

諸
段
階
の

上
に
、

そ

れ
ら

を
超
越
し

て

あ
る

よ

う
な

存
在

で

は

な

い
。

む

し

ろ
「

神
は
、

宇
宙
と

個
々

の

も

の

の

始
め

で

あ
り

中
央

で

あ
り

終
わ

り

で

あ
る

の

で
、

万
物
は

、

上
昇
し

よ

う
と、

下
降
し
よ
う

と
、

中
央
に

向
か

お

う

と
、

い

ず
れ

に

せ

よ
、

神
に

向
か
っ

て

い

く
」

の

で

あ
る

。

こ

う

し

た

神
の

観
念
に

立

て

ば、

神
名
の

階
梯
で

あ
れ

自
然
の

秩
序
で

あ
れ、

神
を

目
指
し

て

登
り

詰
め

る

べ

き

も
の

と

し
て

の

梯
子、

あ
る

い

は
階

梯
は
そ

の

必
要
性
を

失
う

こ

と

に

な

る
。

神
と

の

類
似
に

従

っ

て

階
梯
を
段

階
的
に

登
り
つ

め

る

と

い

う
デ
ィ

オ
ニ

シ

オ
ス

的
な
神
名

論
の

、

ま
た

そ
の

流
出
論
的
な

肯
定
／
否
定
神
学
の

性
格
そ

の

も
の

が
、

ク

ザ
ー

ヌ

ス

に

お

い

て

は

変
容
を
余

儀
な
く
さ
れ

る

の

で

あ
る

。

永
遠
に

つ

い

て

の

瞑
想

　

　
　

　

時
間
と

永
遠
を
め

ぐ
る

神
学
的
哲
学
的
考
察

福

嶋

揚

　

過
去
と
現

在
と

未
来
か

ら

成
り
立

つ

時
問
は

、

人

間
の

実

存
形
式
で

あ

る

が
、

同
時
に

そ

の

実
存
の

統
一

性
と

同
一

性
を

脅
か

す
よ

う

な、

い

わ

ば

非
形
式
で

も
あ
る

。

時
間
は

死
と

同
様
に、

入

間
の

生

命
の

不
可
欠
の
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構
成
要
素

、

本
性
で

あ

り
つ

つ
、

同

時
に

解
体
の

危
機、

非
本
性
で

も
あ

る
。

西
洋
の

哲
学
や

神
学
に

お

い

て

は
、

こ

の

よ

う
な
人

間
存
在
の

時

聞

性
を

否
定
し
排
斥
す
る

も

の

と

し
て、

神
的
な

永
遠
を

求
め

る

傾
向
が

根

強
い

。

　

し
か

し

永
遠
を

単
な
る

無
時
間
性
と

し
て

で

は

な
く、

流

動
し

変
化
す

る
も
の

を

含
み
つ

つ
、

な
お

か

つ

持
続
性
を

持
ち

不

変
で

あ
る

よ

う
な

も

の

と
し

て

表
象
す
る
こ

と

に

よ

っ

て、

時

間
を

通
路
と

し
て

永
遠
を
想
定

す
る

可
能
性
が

開
か

れ

る
。

カ

ー
ル

・

バ

ル

ト

は、

ギ
リ
シ

ャ

・

ヘ

レ

ニ

ズ
ム

的
「

永
遠
」

概

念
と

は

異
質
な、

ユ

ダ
ヤ
・

キ

リ

ス

ト

教
に

お

け
る

「

永

遠
」

概
念
の

特
徴
と

し

て
、

永
遠
と

時
間
の

密
接
な

相
互

関
係
に

注

目
す
る

。

バ

ル

ト
は
ま
た、

永
遠
と

時
間
を

相
互

排
他
的
に

捉
え
る

傾
向

を
脱
し
た

先
駆
者
と

し
て

、

ボ
エ

テ
ィ

ウ
ス

に

着
目
す
る

。

ボ
エ

テ
ィ

ウ

ス

は

永
遠
を
「

無
限
の

生

命
の

全
体
的
で

な
お

か

つ

完
金
な

所
有
」

と

定

義
す
る

。

こ

の

よ
う
な

永
遠
に

お

い

て

は
、

過
去
と

現
在
と

未
来、

起
源

と

運

動
と

目
標、

可

能
態
と

現
実
態
が

全
て

同
時
に

あ
り、

純
粋
な

持
続

が

実
現
し
て

い

る
。

　
バ

ル

ト

の

永
遠
理

解
の

さ

ら

に

際
立
っ

た

特
徴
は

、

永
遠
を
三

位
一

体

論
を

用
い

て

表
象
し、

そ

れ
に

よ

っ

て

キ
リ
ス

ト

教
的
永
遠
概

念
の

固
有

性
を

明
確
化
し

た
点
で

あ
る

。

父、

子、

聖
霊
は、

本
質
に

お

い

て
一

つ

で

あ
り

、

三

位
格
と

し
て

区
別
さ

れ
つ

つ
、

分

離
さ

れ

る
こ

と

が
な
い
。

父
は

由
来、

子
は

現
在、

聖

霊
は

未

来
と

も

捉
え

得
る

。

さ

ら

に

父、

子
、

聖
霊
は

い

ず
れ
も、

自
ら

の

中
に

山
来
と

現

在
と

未
来
い

う
三

要

素

を
内
包
す
る

。

こ

の

よ
う
な
三

位
格

、

さ

ら
に

各

位
格
に

内
在
す
る

時
間

の

三

様
相
は

、

互
い

に

区
別
さ

れ

つ

つ

相
互

浸
透
す
る

。

バ

ル

ト
は
こ

の

よ

う
な
三

様
相
を
人

間
の

経
験
す
る

過

去
、

現
在、

未
来
か

ら
区

別
す
る

た
め、

「

前
時
間
性
」 、

「

超
時

間
性
」 、

「

後
時

間
性
」

と

呼
ぶ

。

ボ
エ

テ

ィ

ウ
ス

的
永
遠
に

お

い

て

は、

三

様
相
の

同
時
的
現
在
に

力
点
が

置
か

れ

る
。

し
か

し

三

位
一

体
論

的
な

永
遠
は

未
来
へ

の

不
可
逆
的
な

方
向
性
を

持
ち、

そ
の

意
味
で

到
来
し

実
現
し

つ

つ

あ
る

も
の

で

あ
る

。

　
永
遠
と
は

、

人
間
存
在
の

根
本
構
造
で

あ

る

空

間
性
と

時
問
性
に

対
し

て
、

不
可

分
、

不
可
同、

そ
し
て

不
可
逆
の

関
係
に

あ
り
つ

つ
、

そ
れ

を

根
底
に

お

い

て

成
立
せ

し

め
る

先

験
的
な

も
の

で

あ
る

。

永
遠
は

時
間
を

排
斥
す
る

神
の

特
権
領
域
で

は

な

く
、

自
ら
を

超
え
出
で

て

関
係
を
創
造

す
る
、

脱

自
的
運
動
性
を

持
つ

。

永
遠
は、

前
時

間
性
と

し
て

は
万
物
に

先
立
っ

て

在
り、

超
時
間
性
と
し
て

は

万
物
と

共
に

在
り、

後
時
間
性
と

し

て

は
万

物
の

終
極
に

お

い

て

在
り、

そ
の

全
体
に

お

い

て

万
物
の

た

め

に

自
ら
を
捧
げ
る

存
在
で

あ
る

。

　
人
間
が

永
遠
へ

と

向
か

う
態
度
を
カ
ル

ヴ
ィ

ン

や

バ

ル

ト
は

「

未
来
の

生

命
へ

の

瞑
想
」

と
呼
ぶ

。

瞑
想
は

不
変
で

持
続
す

る

も

の

へ

の

希
求
で

あ
る

が、

単
な
る

観
照

的
態
度
で

は

な
く、

ま

た

対
象
と

の

無
媒
介

的
な

融
合
を

試
み

る

神
秘
主

義
的
態
度
で

も
な
い

。

瞑
想
と

は、

永
遠
と

時

間

の

不

可
同
性
の

自
覚
で

あ
る

と

同
時
に
、

理
論
理

性
に

よ

る

証

明
が
不
可

能
な

対
象
へ

の
、

あ
る
独

特
な

信
頼
の

姿
勢
で

あ

る
。

　
永

遠
が

時
間
の

原
像
で

あ
り、

時
間
が

永
遠
の

似
姿
で

あ
る
と

す
る

な

ら

ば、

時
間
と

は

本
来、

永

遠
に

お

い

て

実
現
さ

れ
て

い

る

関
係
性
の

充

溢
を

反
映
し

実
現
す
る

場
で

あ

る

と

い

え
る

。

永

遠
へ

の

瞑

想
に

よ
っ

て
、

時
間
は

他
者
と

の

関
係
の

創

造
実
現
の

場
と

し

て

常
に

新
た

に

捉
え

直
さ
れ、

変
革
へ

と

呼
び

覚
ま
さ

れ

る
。

永
遠
と

は
、

有
限
の

時
空
に

生

き

る
人

間
を

関
係
の

創
造
へ

と
招
き

続
け

る

地
平
で

あ
る

。

関
係
の

実

現

は

命
で

あ
り、

忘

却
や

無
関
心
や

関
係

喪
失
は

死
へ

と

通
ず
る

。

キ

リ
ス

（1397）305
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ト
教
と
い

う

歴
史
的
一

宗
教
は、

ナ

ザ
レ

の

イ
エ

ス

と

い

う
「

人
物
の

献

身
的
実

存
を

手
掛
り
と

し

て
、

永
遠
に

つ

い

て

瞑
想

す
る
。

永
遠
へ

の

瞑

想
と

は
、

永
遠
の

時
問
へ

の

献
身
に

対
し
て

、

人

間
が

有
限
の

時
空
の

中

で

そ
の

都
度
新
た

に

応
答
し

て

生
き
る

態
度
で

あ
る
と
い

う
こ

と

が

で

き

る
。

「

ア

ー

リ

ア

人

イ
エ

ス
」

の

宗
教
史久

保

田

浩

　

本
発
表
は、

ヴ
ァ

イ

マ

ー
ル

期
・

ナ

チ

ズ

ム

期
ド
イ

ツ

に

お

け
る

「

ア

ー

リ
ア

入
イ
エ

ス
」

と

い

う
表
象
を、

宗

教
（
思
想）

史
的
文
脈
に

位
置

付
け
つ

つ
、

同
時
代
の

宗
教
的
所
与
に

対
す
る

宗
教
実
践
的
行
為
と

し

て

分
析
す

る

も
の

で

あ
る

。

　
ユ

ダ
ヤ

教
的
伝
統
に

依
拠
し
て

形
成
さ

れ

た
「

キ

リ
ス

ト
・

イ
エ

ス
」

と

い

う、

イ

エ

ス

像
形
成
の

教

義
的
参

照

枠
を

前
提
と

し
な
い

イ
エ

ス

像

が

現
れ
て

き
た

啓
蒙
期
以

降、

特
に
一

九

世
紀
に

お

い

て
、

文

献
学
的
・

歴
史
学
的
分

析
に

基
づ

く
多
様
な
イ
エ

ス

像
（
合
理
主

義
的、

自
由
主

義

的
、

宗
教
史

的、

終
末
論
的
解
釈）

が

提
出
さ
れ
て

き
た
。

同
時
に、

イ

エ

ス

像
構
築
の

為
の

史
資
料
の

検
討
が
進

捗
し

た
。

し
か

し

そ

の

結
果、

こ

う
し
て

提
出
さ

れ
て

き
た
イ

エ

ス

像
の

虚

構
性
（
イ
エ

ス

伝
著
者
の

倫

理

的
理
念
の

投
影）
、

並
び
に

、

史

資
料
の

不

在
（

マ

ル

コ

福
音
書

、

Q

資
料
の

信
仰
告
白
的

性
格）

と

い

う
ア
ポ
リ
ア

が

現
れ
て

き

た
。

こ

れ
が

ヴ

ァ

イ
マ

ー

ル

期
以

降
の

イ
エ

ス

伝
・

イ
エ

ス

像
構
築
の

前
提
で

あ
っ

た
。

　

ま

ず、

ヴ
ァ

イ
マ

ー

ル

期
・

ナ

チ

ズ

ム

期
の

イ
エ

ス

伝
・

イ
エ

ス

像
の

二

つ

の

事
例
を

紹
介
す

る
。

プ
ロ

テ

ス

タ
ン

ト

の

牧
師
フ

リ

ー
ト
リ

ヒ

・

ア

ン

ダ
ー

セ

ン

は、

当
時
の

通
俗
的
人
種
理
論
に

依
拠
し

て
、

イ
エ

ス

を

「

ガ

リ
ラ

ヤ

人
」

（
「

ア

ー

リ
ア
人
」

）

と

同
定
し
、

イ
エ

ス

は

当

時
ユ

ダ

ヤ

人

支
配
に

苦
し
ん
で

い

た

ガ
リ
ラ

ヤ

人
に

対
し

、

妬
み

の

神
で

も

復

讐

の

神
で

も
な
い
、

父
な

る
神
の

愛
と、

隣
人
愛
を

紐
帯
と

す
る

「

神
の

国
」

の

教
え

を

説
い

た

と
述
べ

る
。

イ
エ

ス

は
、

ユ

ダ
ヤ

入
で

あ
っ

た
ユ

ダ
の

裹
切
り

に

よ

っ

て

処
刑
さ
れ

る

こ

と

に

な

る

が、

ユ

ダ
の

裏
切
り
と

自
ら

の

死
を
予

期
し

つ

つ

も
、

最
期
の

時
に

至
る

ま
で、

愛
の

神
に

対
し

て

忠

実
で

あ

り、

誠
実
か

つ

勇

敢
な

態
度
を
示
し、

英
雄
的
な

（

「

ア

ー

リ

ア

的
な
」）

自
己

犠
牲
の

精
神
を

貫
き

通
し

た

と

さ

れ

る
。

他
方、

民

族
主
義
的
キ

リ
ス

ト

教
の

薯
作
家
ア

ル

ト

ゥ

ー

ア
・

デ
ィ

ン

タ
ー

は、

心

霊
と

し
て

創
造
さ

れ

つ

つ

も

罪
に

陥
っ

た

（

物
質
性
を

帯
び
た）

人
問
の

為
に

、

救
い

主
イ
エ

ス

は
、

悪
し

き

物
質
的
存

在
の

中
で

も

最
も
霊
的
存

在
に

近
い

ア

ー
リ
ア

人

種
と

し

て

受
肉
し、

ア

ー

リ
ア

人
に

物
質
的
世
界

（
ユ

ダ
ヤ

性）

か

ら
の

解
放
の

教
え

を

説
き、

そ

の

道
徳
的
実
践
を
人
間

に

模
範
と

し

て

示
し
た
と

主

張
し

て

い

る。

　

ア
ン

ダ
ー

セ

ン

の

イ
エ

ス

伝
の

根
幹
に

は、

断
片
的
な

福
音
書
記
事
か

ら
、

イ
エ

ス

の

生
涯
の

言
行
に
　

貫
す
る

連
関
を
見
出
そ

う
と

す
る
意
図

（
そ

れ
を

彼
は

「

非
ユ

ダ
ヤ

人
イ
エ

ス
」

像
に

見
出
し
て

い

る
）

と
、

そ

の

連
関
に

基
づ
く

文
学
的
創
作
と

し

て

イ
エ

ス

伝
を

描
き

出
そ

う
と

す

る

意
図
が

見
ら

れ

る
。

こ

う
し

た
イ
エ

ス

伝
創
作
の

雛
形
と

看
做
さ

れ

る

の

は
、

一

八

世
紀
の

啓
蒙
主

義
者
力

ー

ル
”

フ

リ
ー
ト

リ

ヒ
・

バ

ー
ル

ト

の

イ

エ

ス

伝
（
秘

密
結

社
エ

ッ

セ

ネ

派
教
団
の

メ

ン

バ

ー

で

あ

る
イ

エ

ス

306（1398）
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