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が、

人
類

を

宗
教
か

ら

解
放

す
る

と

い

う
プ
ロ

ッ

ト
に

基
づ

く）

で

あ

る
。

他
方、

デ
ィ

ン

タ
ー
の

イ
エ

ス

像
は、

イ
エ

ス

像
構
築
の

為
の

資
料

の

不

在
を

、

独
自
の

心
霊

論
（
降
霊

術
に

よ

っ

て

諸
霊
か

ら

受
け

取
る

奥

義）

に

よ

っ

て

克

服
し

よ

う
と

す
る

試
み

に

基
づ

い

て

い

る
。

こ

う
し
た

「

新
啓
示
」

に

基
づ

く
ス

ピ

リ
テ

ィ

ズ

ム

的
イ
エ

ス

像
は、

一

九

世
紀
を

通
し
て

次
々

と

登
場
し

て

お

り
（
ア

ン

ナ
目

カ

タ
リ
ー

ナ
。

エ

ン

メ

リ

ク、

ヤ

ー

コ

プ
・

ロ

ー
バ

i
、

ヨ

ハ

ン

ネ
ス

・

グ
レ

ー

バ

ー、

心

霊
「

エ

マ

ヌ

エ

ル
」

等）
、

デ
ィ

ン

タ

ー
の

心

霊
論
的
イ
エ

ス

像
も

こ

う
し

た

系
譜
に

位
置
付
け
ら
れ
る

も
の

で

あ
る

。

　
他
方

、

こ

の

よ
う
に

イ
エ

ス

を

殊
更
「

非
ユ

ダ

ヤ

人
」

「

ア

ー

リ

ア

人
」

と

し

て

描
く、

反
ユ

ダ
ヤ

主
義
的

営
み

は
、

同
時
代
の

宗
教
史
的
文
脈
に

お

い

て

は
、

冖

九

世
紀
を

通
し
て

確
立
・

普
及
し

た
人

種
主

義
的
イ
デ
オ

ロ

ギ

ー
の

宗
教
へ

の

適
用
或
い

は

影
響
と

い

う
側
面
だ
け
で

な

く、

体

制

的
教
会

変
革
の

実
践
と

い

う

特
徴
も

有
し
て

い

た
。

両
者
は、

「

本
来
の

キ

リ

ス

ト
教
」

回

復
の

為
の

基

盤
を、

「

本
来
の

イ
エ

ス
」

の

確
定
に

求

め
、

そ

の

根
拠
を

当
時
の

人
種
理

論
の

中
に

見
出
し
た

と

捉
え

る

こ

と

も

で

き

る
。

し
か

し

同
時
に
、

彼
ら
の

「

非
ユ

ダ
ヤ

的
・

反
ユ

ダ
ヤ

的
イ
エ

ス
」

と

い

う

表
象

の

虚
構
性
へ

の

意
識
は
、

本
質

主
義
的
な

人

種
主

義

「

理

論
」

と
結
び
つ

く
こ

と
に

よ
っ

て

希
薄
化
さ

れ
て

い

っ

た

と

も
言
え

る
。

ミ

シ

ェ

ル

・

ア
ン

リ

の

「

キ

リ
ス

ト

教
の

哲
学
」

　

　

に

お

け

る
こ

と

ば
の

問
題

古

荘
　
匡

義

　
ミ

シ

ェ

ル

・

ア
ン

リ
（
一

九
二

二

ー
二

〇
〇
二
）

は
、

フ

ッ

サ
ー

ル

・

ハ

イ
デ
ガ
ー

の

現
象
学
を

受
容
し

つ

つ

根
本
的
に

問
い

直
し

た

現
代
フ

ラ

ン

ス

現
象

学
の

代
表
的
な

思
想
家
の

ひ

と

り

で

あ
る

。

ア

ン

リ

が

構
築
し

た

独
自
の

「

生
の

現
象
学
」

は
、

も
と

も
と

キ
リ

ス

ト

教
的
な

側
面
を

も

っ

て

い

た
が、

晩
年
の

ア
ン

リ

は、

自
ら
の

「

生
の

現
象
学
」

の

直
接
的

表
現
と
し
て

キ

リ
ス

ト

教
を

「

再
発
見
」

し
、

聖

書
の

テ

ク

ス

ト

と

「

生

の

現

象
学
」

と

を
絡
み

合
わ
せ

た

「

キ
リ
ス

ト

教
の

哲
学
」

へ

と

到

達
し

た
。

　

本
発
表
で

問
題
に

し

た

の

は、

こ

の

「

キ

リ

ス

ト

教
の

哲
学
」

を

語
る

ア

ン

リ
自
身
の

「

こ

と

ば
」

の

正

当
性、

哲
学
の

「

こ

と

ば
」

の

語
り
方

で

あ
る

。

ア

ン

リ

の

思

索
が

宗
教
的
な

テ
ク

ス

ト

と

濃
密
な

関
係
を
も

つ

こ

と

に

必
然

性
は
あ
る

の

だ
ろ

う
か

。

ア

ン

リ
自
身、

「

キ

リ
ス

ト

教
の

哲
学
」

は

哲
学
だ
と

考
え
て

い

る

が
、

こ

の

思

索
は

哲
学
を
自
称
す
る

こ

と

が

許
さ
れ
る
の

だ
ろ

う

か
。

　
こ

の

問
題
を

考
え
る

た

め
に
、

「

キ

リ

ス

ト
教
の

哲
学
」

が

扱
う

「

こ

と

ば
」

の

概

念
を

解
明
す
る

。

ア

ン

リ
は

「

世
界
の

こ

と

ば
」

と

「

〈

生
〉

の

〈

こ

と

ば
〉

」

と

を

区
別
す

る
。

「

世
界
の

こ

と

ば
」

は
、

こ

の

こ

と
ば

自
身
か

ら
隔
た
っ

た
と

こ

ろ

に、

思

考
や

表
象
や
意
味
を

見
え

る

も

の

に

す
る
こ

と

ば
で

あ
る

。

そ

れ
に

対

し、

「

〈

生
〉

の

〈

こ

と

ば
〉

」

は
、

こ

（1399）307
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の

く

こ

と

ば
V

自
身
が
自
ら

に

隔
た

り
を

置
く
こ

と

な
く
自
ら

顕
に

な
る

よ

う
な

も
の

と

さ

れ

る
。

こ

の

く

こ

と
ば
V

は

見
え

る
よ
う
に

す
る

こ

と

ば
で

は

な

く
、

見
え
な
い

根
源
的
な

印
象、

情
感
的
な

パ

ト
ス

で

あ
る

。

〈

生
〉

や

ア

ン

リ

の

言
う
「

キ
リ
ス

ト

教
の

へ

真

理
〉

」

も
こ

の

よ
う

な

A

こ

と

ば
〉

で

自
ら、
顕
れ、

他
な
る

基
準
に

拠
る

こ

と

な

く
自
ら

を
証
し

立
て

る

の

で、

こ

の

く

生
V

や
〈

真
理
〉

は

「

世
界
の

こ

と

ば
」

や
思
考

で

は

捉
え
ら
れ

な

い
。

そ

う
で

あ
る

な

ら
、

こ

の

〈

真
理
〉

が

〈

真
理
〉

で

あ
る

と

い

か

に

し
て

わ

れ
わ

れ
は

実
感

す
る

の

か
。

そ
し

て
、

こ

の

〈

真
理
〉

に

つ

い

て

の

思
考
で

あ
る

「

キ

リ

ス

ト

教
の

哲
学
」

そ

の

も

の

の

正

当
性
は

何
に

存
す
る

の

か
。

　

ア

ン

リ
に

よ

れ
ば、

「

キ

リ
ス

ト

教
の

哲
学
」

の

解
明
は

、

「

諸
存
在
に

何
か

を

考
え
さ

せ

る
の

で

は

な

く、

何
か

を

行
わ

せ

る
」

も
の

で

あ
る

。

つ

ま

り
、

「

キ

リ
ス

ト
教
の

哲
学
」

の

自
証
が

完
結
す
る

の

は
、

こ

の

哲

学
と

出
会
っ

た
生

け
る

者
た
ち

に

「

何
か

を

行
わ
せ
」

た
こ

と

に

よ

っ

て
、

ま
た
そ
の

行
為
・

実
践
に

よ

っ

て

で

あ
る

。

行
為
や

実
践
を

促
す
こ

と

が

で

き

る
の

は
、

「

何
か

を

考
え
さ

せ

る
」

も
の

に

過
ぎ
な

い

「

世
界

の

こ

と

ば
」

で

は

な

く、

「

へ

生
〉

の

〈

こ

と

ぼ
〉

」

で

あ．
る

。

　

で

は
、

こ

の

「

キ

リ

ス

ト

教
の

哲
学
」

は

い

か

に

し
て

「

何
か

を
行
わ

せ

る
」

哲

学
と
な

り

得
た
の

か
。

そ

れ
は

ま

さ

に

「

キ

リ

ス

ト

教
の

哲

学
」

と

な

っ

た

こ

と、

つ

ま
り、

門

生
の

現
象
学
」

が

キ

リ
ス

ト

教
を

哲

学
の

う
ち

に

取
り

込

ん

だ
こ

と

に

よ

る

の

で

は

な
い

だ

ろ
う
か

。

こ

の

問

い

に

答
え

る

た

め

の

ヒ

ン

ト

と

な

る

の

が

『

キ

リ

ス

ト

の

こ

と

ぼ
』

（

二

〇
〇
二
〉

の

な

か

で

論
じ
ら

れ
て

い

る、

「

キ

リ
ス

ト

が

人

間
に

語

る

こ

と

ば
」

で

あ
る
。

キ

リ

ス

ト
が

人

間
に

語
る

こ

と

ば、

た

と

え

ば

「

汝
の

敵
を
愛
せ
」

と

い

う
こ

と

ば

は、

「

世

界
の

こ

と

ば
」

と

し
て

提

え
れ
ば
理

解
し

が

た

い

矛

盾
で

あ

る

が
、

こ

の

こ

と

ば
は

「

掟
」

と
し
て

人
間
に

差
し

追
り、

何
ら
か

の

感
情
を

抱
か

せ
、

何
ら
か

の

行
為
へ

と

駆

り
立
て

る
。

　
「

生
の

現
象
学
」

の

こ

と

ば

は、

内
在

的
な

生
の

内

的
構
造
の

解
明
を

目

的
と

し

た

「

世
界
の

こ

と

ば
」

で

あ

り
、

わ
れ

わ
れ
に

情

感
的
に

迫

り
、

行
動
や

感
情
を

促
す
「

〈

生
〉

の

〈

こ

と

ば
〉

」

で

は

な
か

っ

た
。

「

キ

リ
ス

ト

教
の

哲
学
」

は、

自
ら

が

「

何
か

を
行
わ
せ

る
」

哲
学
で

あ

る

こ

と

を
自
ら
に

要
請
す
る

の

で、

ア

ン

リ
は
、

感

情
や

行
為
を
喚
起
す

る

聖

書
の

こ

と

ば
を

自
ら
の

哲
学
に

絡
み

合
わ

せ
、

「

キ
リ

ス

ト

教
の

哲

学
」

を

「

何
か

を

行
わ

せ

る
」

も
の

に

し
た

。

自
ら

顕
れ
る

「

キ

リ
ス

ト

教
の

哲
学
」

の

真
理

性
は

、

こ

の

哲
学
が

「

何
か

を

行
わ

せ

る
」

こ

と

に

よ

っ

て

生

け
る

者
に

確
証
さ

れ、

そ

れ
と

同
時
に、
「

キ

リ

ス

ト

教
の

哲

学
」

自
身
も

生
け
る

者
に

「

何
か

を

行
わ
せ

る
」

こ

と

に

よ

っ

て

完
結
す

る
。

「

生
の

現
象
学
」

か

ら

「

キ

リ
ス

ト

教
の

哲
学
」

に

至
っ

て、

ア

ン

リ

は

自
ら
の

哲
学
の

内

容
を、

こ

の

哲
学
の

語
り
方
に

よ
っ

て
、

「

〈

生
〉

の

〈

こ

と
ば
〉

」

を
通
し

て

体
現
し
た

の

で

あ
る

。

ヨ

ー

ロ

ッ

パ

・

キ

リ
ス

ト

教
の

「

信
」

　

　
　

　

坂
凵

ふ

み

氏
の

考
察
を

踏
ま

え

て

ー

若

林

裕

　
一

世
紀
に

萌
芽
し
た
キ

リ

ス

ト

教
の

広
が
り
は、

二

世
紀
以
降
に

は

ヘ

レ

ニ

ズ

ム
・

ロ

ー
マ

世
界
の

広
範
囲
に

及
ぶ

。

そ

れ

に

伴
い
、

キ
リ
ス

ト

308（1400）
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