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教
観
を

論
じ
た
。

彼
が

有
史
以

来
の

真
の

教
え
の

存

続
を
認
め

る

限
り
に

於
い

て、

真
理
の

セ

ク

ト
は

歴
史
の

初
め

か

ら、

マ

ニ

自
身
の

誕
生
と
は

別
に

存
在
し
て

い

な

け
れ
ば
な
ら

な

い
。

こ

の

真
の

教
え
は

誤
謬
の

セ

ク

ト

に

よ

る

虚

偽
の

付
加
に

よ

り

隠
さ

れ

て

い

る
と

さ
れ
る

。

パ

ラ

ク

レ

ー

ト

ス

た
る

マ

ニ

の

教
え
は
、

こ

の

よ

う
に

混
交
し

た
虚

偽
と

真
理
と

を
判

別
す
る

事
に

あ
る

。

従
っ

て

フ

ァ

ウ

ス

ト

ゥ

ス

は

聖
書
を
読
み

解
く
際
の

真
理
の

基
準
を

提
供
す

る

権
威
と

し
て

マ

ニ

を
立
て

る

と

言
え
よ
う

。

し

か

し
そ

の
一

方
で

彼
は、

キ

リ
ス

ト
の

教
え
と

マ

ニ

の

教
え
の

調
和
を

示

そ
う
と
、

こ

う
し

た

マ

ニ

の

権
威
を
聖
書
に

基
づ

い

て

立

証
し

よ
う
と

試

み

て

い

る
。

事
実、

フ

ァ

ウ

ス

ト
ゥ

ス

に

よ
る

マ

ニ

へ

の

言
及
は
ほ
ぼ

皆

無
と

い

っ

て

良
く

、

四

世
紀
に

は

既
に

属
州
ア

フ

リ

カ

で

受
容
さ
れ
て

い

た

マ

ニ

の

書
簡
「

基
本
書
」

に

見
ら

れ
る
マ

ニ

の

神
語
を

引
用
す
る

こ

と

も

な

い
。

　

こ

の

「

基
本
書
」

に

お

い

て

マ

ニ

の

神
話
は
キ
リ
ス

ト

教
に

対
す
る

マ

ニ

教
の

優
位
性
を
示
す

役
割
を
負
っ

て

い

る
。

し

か

し

ま

た
聖

書
と

最
も

鋭
く
対
立

す
る
の

が、

こ

の

マ

ニ

の

神
話
で

あ
っ

た
。

フ

ァ

ウ

ス

ト
ゥ

ス

は

三

つ

の

律
法
の

概
念
と

真
理
の

セ

ク

ト

の

概
念
を

導
入
す
る

こ

と

に

よ

り
、

キ
リ
ス

ト

教
思
想
と
マ

ニ

教
思
想
を
一

致
さ

せ

よ

う
と

試
み

る

の

で

あ
り

、

こ

の

試
み

は
一

定
程
度
成
功
し
て

い

る

と

言
え

よ

う
。

し

か

し

他

方
で

そ

の

神

話
体
系
を

後
退
さ

せ

る
こ

と

に

よ

り、

マ

ニ

教
を
カ

ト

リ

ッ

ク

か

ら

区
別
す
る

為
の

示
差

性
を

提
示
す
る

と

い

う

点
で

は

課
題
を

残
し

た
と

言
え
る

。

　

以
上
の

議
論
か

ら

我
々

は
、

真
理

の

セ

ク

ト
の

概
念
の

導
入
と

そ
れ

に

伴
う
マ

ニ

の

役
割
の

縮
小
が

、

当

地
の

マ

ニ

教
の

異
端
化
の
一

因
に

な
っ

た

と

結
論
づ

け
る
も
の

で

あ
る

。

メ

ソ

ポ

タ
ミ

ア

の

「

呪

術
師
」

渡

辺

和

子

　

宗
教
学
の

な
か

で

メ

ソ

ポ
タ

ミ

ア

宗
教
は

ま

だ

本

格
的
に

論
じ

ら

れ

て

い

な

い
。

遠
い

過
去
の

宗
教
に

つ

い

て

論
じ
る

こ

と

は

概
し

て

難
し
い

が、

メ

ソ

ポ
タ

ミ

ア

宗

教
の

場
合
に

は

い

く
つ

か

の

特
別
な

事

情
が
あ

る
。

　一

つ

は
、

粘
土
板
文
書
（
お

よ

そ

紀
元
前
三

〇
〇
〇
年
頃．
か

ら

紀
元

前
五

〇

〇
年
頃
の

も
の）

に

書
か

れ

た

楔
形
文
字
（

主
に

ア

ッ

カ

ド

語）

の

解
読
が
な

さ

れ
、

メ

ソ

ポ

タ
ミ

ア

の

「

宗
教
文
書
」

が

世
に

知
ら

れ

る

よ

う
に

な
っ

た

の

が
一

九
世

紀
後
半
以
降
で

あ
っ

た

た

め
、

同
じ

頃
か

ら

開
始
さ
れ

た

「

近

代
宗
教
学
」

の

視
野
の

な
か

に

メ

ソ

ポ

タ

ミ

ア

宗
教
は

ほ

と

ん
ど
入
ら

な

か

っ

た

こ

と
。

も
う
一

つ

は、

西
欧
の

ア

ッ

シ

リ

ア

学

者
（
楔
形
文

字
文
献
学
者）

に

よ

っ

て

聖
書、

キ

リ
ス

ト
教、

そ

し

て

西

欧
近
代
文
明
の

フ

ィ

ル

タ

ー

を

通
し

て

メ

ソ

ポ

タ

ミ

ア

の

「

宗
教
文

書
」

が

論
じ

始
め

ら

れ
、

そ

の

影
響
が

現
在
で

も
完
全
に

は

払
拭
さ

れ

て

い

な

い

こ

と

で

あ
る

。

さ

ら

に

は
、

文
書
が

主
に

粘
土

板
に

書
か

れ

た

と

い

う

特
殊
事
情
が

あ
る

。

粘
土

板
文
書
は

自
然
乾
燥
だ

け
で

必
要

十
分
な
耐
久

性
を

も

ち、

す
べ

て

作
成
時
に

は

焼
か

れ
て

い

な

い

こ

と

が

最
近
に

な
っ

て

わ

か

っ

て

き

た
。

耐
久

性
を
も

つ

石
や

金
属
に

刻
ま

れ

た

文
書
も
あ
る

が
、

高
価
で

あ
る
た
め

割
合
は

少
な

い
。

発
見
さ

れ

る

文
書
の

多
く
は、

主
に

政
治
的
抗
争
の

な
か

で

火
が

か

け
ら

れ
た

と

き

に

適
度
に

焼
け
て

残

存
し、

後
代
の

発

掘
な
ど
に

よ
っ

て

出
土

す
る

も

の

で

あ
る

。

火
災
は
粘

土

板
文

書
に

と

っ

て

あ
る

種
の

タ

イ

ム

カ

プ

セ

ル

の

役
割
を

果
た
す
が、

そ
れ

は

せ

い

ぜ
い

火
災
以

前
の

数
十
年
の

時
間
を

閉
じ

込
め

る

も
の

で

し
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か

な
い

。

平
穏
な

暮
ら

し
が

続
く

場
合
に

は、

不
要
な

文
書
は

そ
の

都
度

廃
棄
さ

れ
て

ゆ

く
の

で

あ
り、

ま
た

火
災
に

よ
る

タ
イ

ム

カ

プ
セ

ル

も

出

現
し

な

い
。

焼
か

れ

て

い

な
い

粘
土

板
文
書
は
水

分
に

弱
く

、

現

在
ま

で

残
存
す
る

率
は

低
い

。

現
時
点
で

の

文
書
の

数
と
い

う

観
点
か

ら

整
理
を

す
る
と
、

こ

れ
ま

で

の
一

五

〇

年
間
に

十
数
万
点
の

文
書
が

公
刊
さ
れ
た

が、

約
二

倍
の

文

書
が

博
物
館
な
ど
で

今
後
の

公

刊
を

待
っ

て

い

る
。

今

後
発
見
さ

れ

る

文

書
は

さ

ら
に

多
い

。

し
か

し
ほ

ぼ

無
限
に

多
い

の

は、

す
で

に

失
わ

れ
た
文

書
の

数
で

あ
る

。

　
二

〇
世

紀
半
ば
に

は

ア
ッ

シ

リ
ア

学
者
た

ち
に

よ

っ

て

文
書
の

「

実
証

的
」

な

研
究
が
目

指
さ
れ

る

よ
う
に

な

り
、

本
格
的
な
ア

ッ

カ

ド

語
辞
書

の

編
纂
が

開
始
さ
れ

た
。

そ

の

こ

ろ

A
・

L
・

オ
ッ

ペ

ン

ハ

イ
ム

（
一

九

六

四

年
）

が、

「

西
洋
人
」

に

と

っ

て

メ

ソ

ポ

タ

ミ

ア

宗

教
は

理

解
で

き

な
い

し
、

理

解
し
た
い

と

も

思
え
な
い

と

吐

露
し

た

こ

と

は、

西
欧
文
明

の

「

呪
縛
」

の

な
か

で

は

メ

ソ

ポ

タ
ミ

ア

宗
教
を

論
じ

ら

れ
な
い

こ

と

の

宣

言
で

あ
っ

た
と
み

る
こ

と

が

で

き
る

。

し

か

し

今
日
で

は
西
欧
ア

ッ

シ

リ

ア

学
で

も
「

呪

縛
か

ら
の

解
放
」

が
進
み

、

「

宗
教
文

書
」

の

研
究
が

盛
ん
に

な

っ

て

き
た

。

　
古
代
宗
教
研
究
で

は
入

手
可
能
な

資
料
の

偏
り

の

ほ

か

に
、

イ
ン

フ

ォ

ー

マ

ン

ト
や

実
際
の

儀
礼
が

欠
け
て

い

る

こ

と

が

痛
手
と

な
る

。

し
か

し

発
表
者
は

、

さ
ま
ざ
ま
な

地
域、

特
に

日

本
の

民
俗
宗
教
と

の

比

較
研
究

に

よ
っ

て
、

西
欧
ア

ッ

シ

リ
ア

学
の

限
界
を

超
え
る

メ

ソ

ポ

タ

ミ

ア

宗
教

の

研
究
法
を

見
出
し
得
る

と

考
え

る
。

た

と
え

ば
欧

米
の

辞
書
で

「

呪
術

（
師）
」

「

呪

文
」

「

邪
術
（
師）
」

な

ど
と

さ

れ
て

き

た

も
の

の

再
検
討
に

は、

原
文
の

精
査
だ
け
で

な

く
、

豊
富
な

情
報
と

資
料
を

も
つ

様
々

な
民

俗
宗
教
と

の

比
較
が
有
益
で

あ
る
。

近
年
の

研
究
に

よ
っ

て

メ

ソ

ポ

タ
ミ

ア

の

主
要
な

宗
教
的
職
能
者
で

あ
る

ア
ー
シ

プ

（
辞
書
で

は

「

悪
魔
払
い

師
」）

は
、

多
様
な

職
種
の

人
々

を

擁
す
る

集
団
を

形
成
し

て

神
殿
に

属

し
、

さ

ま
ざ

ま
な

「

唱
え

ご
と

」

（
シ

プ

ト
ゥ
、

辞
書
で

は

「

呪
文
」）

と

儀
礼
行
為
を

組
み

合
わ

せ

て

浄
化、

除
災、

病
気
治
療

、

神
像
の

制
作
と

修
復
儀
礼
な

ど
を

行
っ

て

い

た
こ

と
が

わ

か

っ

て

き

た
。

「

マ

ク

ル

ー
」

と

よ

ば
れ
る

ア
ー

シ

プ

の

文

書
の

な
か

で

は、

い

わ

ゆ

る
「

邪

術
」

（
キ

シ

ュ

プ
、

イ

プ

シ

ュ

な
ど
）

の

被
害
を
訴
え
る

人
が
、

そ

の

犯
人
と

し

て

の

様
々

な
種

類
の

「

邪

術
師
」

（

カ

ッ

シ

ャ

ー
プ
、

エ

ー
ピ

シ

ュ

、

サ

ー

ヒ

ル

な
ど

）

に

そ

れ
ぞ
れ

の

「

邪
術
」

を
返
す
こ

と

を
ア

ー

シ

プ
に

依
頼

し

て

い

る
。

こ

の

よ

う
な

宗

教
文
書
を

日
本
語
に

訳
す
た

め

に

は、

日

本

に

お

け
る

対
応
物
と

そ
の

背
景
を
比

較
考
察
す

る

こ

と

が

必

要
と

な
る

。

ま

た
そ
れ
に

よ

っ

て

メ

ソ

ポ

タ
ミ

ア

宗
教
の

新
た

な

理
解
も

可
能
に

な
っ

て

ゆ
く。

戦
間
期
ハ

ワ

イ

日

系
宗
教
と

　
　
　

二

つ

の

ナ

シ

ョ

ナ

リ

ズ
ム

高

橋

典

史

　
近

代
以
降

、

日

本
の

領
土
拡
張
や

海
外
移
民
の

増
加
と

い

う
流
れ

の

な

か

で
、

日
本
に

ル

ー
ツ
を

も
つ

多
く
の

宗
教
集
団
が

、

海
外
地
域
に

お

い

て

さ

ま

ざ
ま

な

活

動
を

行
っ

て

き
た

。

そ
の

な
か

で

も
、

「

日

本
」

と

い

う
ナ

シ

ョ

ナ

ル

な

領
域
を

越
境
し
た

集
団
に

と

っ

て

は、

口
本
と

移
動
先

の

二

つ

の

国
家
へ

の

対
応
が

必
要
で

あ
っ

た
。

そ

う
し
た
集
団
も
ま

た
、

近
代
日

本
に

お

け

る
「

宗

教
と

ナ
シ

ョ

ナ

リ
ズ
ム
」

の
一

側

面
で

あ
ろ
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