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の

中
に

記
述
さ
れ
て
い

る
ア

フ

リ

カ
、

す
な
わ

ち
エ

チ
オ
ピ
ア

や
エ

ジ

プ

ト
の

栄
光
の

歴
史
を
黒
人
の

ル

ー

ツ

と

見
做
し
た

。

特
に
詩
篇
六
八

章
三

一

節
の

「

エ

ジ

プ
ト
か
ら
王
が
到
来
し
、

エ

チ

オ
ピ

ア

は

神
に

向
か
っ

て

手
を

伸
べ

る
」

と
い

う
箇

所
は、

エ

チ

オ
ピ
ア

と
エ

ジ

プ
ト
に

神
秘
的
な

解
釈
を
与
え、

黒
人
の

救
済
や
千
年
王

国
の

到
来
を
予
期
さ
せ

る
も
の

と

し

て

受
容
さ
れ

て

い

っ

た
。

新
世
界
に

お
け
る

黒
人
の

苦
難
を

宗
教
的
に

解
釈
す
る

こ

と

は、

エ

チ
オ
ピ
ア

と

エ

ジ

プ
ト

に
預
言
的
な
力
を
与
え
、

ア

フ

リ
カ

に
対
す
る
「

暗
黒
大
陸
」

と
い

っ

た

イ
メ

ー

ジ

や
「

非
文
明
的

で

野
蛮
な
ア

フ

リ
カ

人
」

と

い

っ

た
言
説
を
解
体
す
る

作
用
を

持
っ

て

い

た
。

ラ

ス

タ
フ

ァ

リ
ア
ニ

ズ
ム

運
動
と

ネ
イ
シ

ョ

ン
・

オ
ブ
・

イ
ス

ラ

ム

は
、

こ

の

エ

チ
オ
ピ

ア

ニ

ズ

ム

の

伝
統
と
マ

ー

カ

ス
・

ガ

！
ヴ
ェ

イ
の

「

黒

人
の

神
」

と
い

っ

た

思
想
を
継

承
し

、

西
洋
キ

リ
ス

ト

教
は

黒
人

を

操
る

た
め

の

最
適
の

宗
教
で

あ
る

と

主

張
し
た

。

そ
し
て

白
人
に
よ

っ

て

歪
め

ら
れ

た
テ

ク
ス

ト
と
し

て

の

聖
書
や
説
教
は
、

白
人
優
位
を
植
え
付

け
る

た
め

の

プ
ロ

パ

ガ

ン

ダ
で

あ
る

と

し、

そ
の

神
学
的
見
地
か
ら
本
質

的
な
「

悪
」

と

し
て

の

白
人
像
を
つ

く
り
あ
げ
て
い

っ

た
。

そ
の

結
果
白

人
に

対
す
る
イ
メ

ー
ジ
が

転
換
し、

彼
ら
と

の

接
触
が
汚
穢
の

恐
怖
へ

と

変
化
し
て

い

っ

た
。

か
つ

て

白
人
と

接
触
す
る

こ

と

で

「

人
間
化
」

す
る

と

理

解
さ

れ
て

い

た

「

白
い

普
遍
」

が、

白
人
と
の

接

触
11

「

悪

魔
化
」

と

い

っ

た

言
説
に

取
っ

て

変
え
ら
れ
た

の

で

あ
る

。

両
宗
教
運
動
に
お

け

る

新
世
界
の

黒
人
の

救
済
は

、

悪
魔
的
な
西
洋
キ
リ
ス

ト
教
の

枠
組
み

の

中
で

は
永
久
に

達
成
さ
れ
な

い
。

ラ

ス

タ
フ

ァ

リ
ア
ニ

ズ
ム

運
動
の

提
唱

者
で

あ
る
レ

ナ
ー

ド
・

ハ

ウ

エ

ル

の

キ

リ
ス

ト

教
批
判
は
、

ジ

ャ

マ

イ

カ

で

広
く
伝

播
さ
れ
た
バ

プ
テ

ス

ト
派
や
メ

ソ

ジ

ス

ト
派
と
い

っ

た
プ

ロ

テ

ス

タ

ン

ト
諸
派
で

は
な
く

、

主
に
ロ

ー

マ

教
皇
と
カ

ト
リ
シ

ズ
ム

に

向
け

ら
れ
て

い

る

が、

そ
れ
は
奴
隷
制

度
の

記
憶
が
何
よ
り
も
重

要
な

要
素
と

な
っ

て

い

る

か
ら
で

あ
り、

そ
の

苦
難
の

記
憶
と

奴
隷
制

度
に

よ
っ

て

も

た

ら

さ
れ

た

離
散
の

経
験
が

、

「

ブ
ラ

ッ

ク
・

デ
ィ

ア

ス

ポ

ラ
」

の

宗
教

を
形
づ

く
っ

て
い

る
の

で

あ
る

。

エ

リ
ア

ー

デ
に

お

け
る

学
問
と
芸

術
の
一

体
性

　

−
美
学
の

観
点
か

ら
の

考
察

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

藤

井

修
平

　
本
発
表
で

は、

ミ

ル

チ
ャ
・

エ

リ

ア

ー

デ

の
宀
示

教
学
理

論
を

、

そ
れ
が

宗
教
現

象
の

み

な
ら
ず
芸
術
作
品
を
も

そ
の

射
程
に
収
め
て

い

る

と
い

う

「

学
問
と
芸

術
の
一

体
性
」

と
い

う
観
点
の

下

に

考
察
し、

彼
の

理
論
と

美
学
の

分
野
に

お

け
る

理
論
と
の

共
通

性
を
明
ら
か
に

す
る

こ

と

を
目

的

に

し
て

い

る
。

そ
れ
に

よ
り
エ

リ
ア

ー

デ

に

対
す
る
新
た
な
解
釈
が
呈

示

さ
れ
る

と

と

も
に
、

宗
教
学
と
美
学
の

協
働
の

可
能
性
に
つ

い

て

も
示

唆

が
得
ら
れ
る

で

あ
ろ

う
。

　
ま

ず
、

エ

リ
ア

ー

デ

が
有
し
て

い

た

「

学
問
と
芸
術
の
一

体
性
」

と
し

て
、

彼
が
自
ら
の

文
学
的
創
作
と

学
術

的
著
作
の

執

筆
は

相
補
的
な
も
の

と
考
え
て

い

た
こ

と

を

示
す

。

エ

リ

ア

ー

デ

は
こ

れ
を
宗
教
と

芸
術
の

領

域
一

般
へ

と
拡

大
し

て
、

両

者
の

共

通
点
を

見
出
し
て

い

た
。

『

宗
教
の

歴

史
と

意

味
』

や

『

神
話
と

夢
想
と

秘

儀
』

に

お
い

て

は、

ど

ち
ら

も

「

時
間
か
ら

の

超
出
」

を

表
現
し
て

い

る

点
に

類
縁
性
が
存
在
し
、

さ
ら

に

現

代
に

お

け
る

芸
術
は

「

偽
装
さ
れ
た

聖
な
る

も
の
」

と

し
て

み

な

す

こ

と
が
可
能
で

あ
る
と

い

う
主
張
が
な

さ
れ
て

い

る
。

現
代
に
お
い

て

も

芸
術
が
偽
装
さ
れ

た

形
で

聖
を
表

現
し
て

い

る

た
め
に、

こ

の

こ

と
は

彼

の

理
論
の

根
幹
で

あ
る

「

時
代
を
超
え
た

聖
な
る

も
の

の

普
遍
性
」

を

支

170（892）
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え
る

役
割
を
も
果
た
し
て

い

る
。

　
エ

リ
ア

ー

デ

が
シ

カ

ゴ

時

代
に
提
唱
し
た

解
釈
学
と

し
て

の

宗
教
学
の

方
法
論
に
も、

宗
教
と
芸
術
が

共
に

そ
の

射
程
に

収
め

ら
れ
て

い

る
。

彼

の

述
べ

る
「

創
造
的
解
釈
学
」

は
、

「

対
象
を
解
釈
し
そ
の

価
値
を
解
明
す

る

と

と

も
に、

そ
の

結
果
と

し
て

解
釈
者
や

、

そ
の

読
者
を
も
変
革
す
る

と
い

う、

価

値
の

拡

大
の

運

動
に

参
与
す
る
学
」

と

定
式
化
で

き
る

が、

こ

れ
は

あ
ら
ゆ

る

領
域
を
対

象
と
し、

哲
学
家

、

芸

術
家

、

芸
術
批
評
家

に

影

響
を

及
ぼ

す
と
さ
れ

て

い

た
。

こ

の

よ
う
な
領
域

横
断

的
な
側
面
が

強

調
さ
れ
た

学
問
形

態
が
、

「

新
し
い

ヒ

ュ

ー

マ

ニ

ズ
ム
」

と

呼
ば
れ
て

い

る

も
の

で

あ
る

。

　
こ

う
し
た
基

礎
を

有
し
て

い

た
た
め
に

、

エ

リ
ア

ー

デ

は
芸
術

作
品
の

解
釈
が

可
能
で

あ
っ

た
。

そ
の

例
と

し

て

は
「

イ
ン

ド
の

芸
術
と

図
像
」

や

「

ブ

ラ

ン

ク
ー

シ

と

神

話
」

に

お

け
る

論
述
が

挙
げ
ら

れ
る

。

そ

し
て
「

新

し
い

ヒ

ュ

ー

マ

ニ

ズ

ム
」

の

構
想
の

実
現
と
み

な
せ

る

も
の

と
し

て
、

芸

術
分
野
へ

の

エ

リ

ア

ー

デ
の

影
響
を

観
て

取
る

こ

と

が
で

き、

と

り
わ

け

建
築
学
に
は

エ

ー2
ア

ー

デ

の

聖
な
る

空

間
理
論
の

応
用
の

例
が

存
在
す
る

。

　
エ

リ

ア

ー

デ

の

理
論
が
芸
術
に
対
し

て

も
向
け
ら

れ
た

も
の

で

あ
っ

た

と

す
る

な
ら
ば
、

狭
義
に
は

「

美
」

と
い

う
概
念
へ

の

哲
学
的
な
思
惟
で

あ
り、

広
義
に
は

芸
術
作
品
の

分
析
や
美
術
史
を
含
む
美
学
の

観
点
か
ら

は

彼
の

理
論
は

ど

の

よ

う
に
評
価
さ
れ

う
る
で

あ
ろ

う
か

。

こ

れ
を
明
ら

か
に

す
る

た
め

に、

エ

リ
ア

ー
デ
と

美
学
に
お

け
る

理
論
と

の

比
較
を
行

な
う

。

こ

こ

で

は

両
者
が

共
通
し

て

有
す
る

見
解
と

し
て
、

「

非
論
理
的

認
識
の

強
調
」

、

「

研
究

対
象
に

向
け
ら
れ
た
存
在
論
的

見
解
」

、

「

シ

ン

ボ

ル

へ

の

関
心
」

、

「

解
釈

学
の

展
開
」

と

い

う
四
つ

の

要
素
を

挙
げ
る

こ

と

が
で

き
る

。

こ

れ
ら
の

要
素
は

、

エ

リ
ア

ー

デ

の

理

論
が

宗
教

現
象
を

説

明
す
る

た
め

の

も
の

で

あ
り
な
が
ら
、

同
時
に
美
学
理
論
と

し
て

も
機
能

し

て

お

り、

美
学
の

伝
統
の

中
に

位
置
付
け
る
こ

と

が
可
能
で

あ
る

と
い

う
主

張
を
支
持
す
る

も
の

で

あ
る

。

　

以
上

の

議

論
を

宗
教
学
全
般
に

対
す
る
見
解
へ

と

広

げ
る

こ

と
は

可

能

で

あ
ろ

う
か

。

そ
の

た
め
の

糸
口

は
、

こ

れ
ま
で

の

比

較
に

よ
っ

て

導
か

れ
る

両

者
の

根
本
的
な
共
通

点
、

「

非
理

性
的
な
も
の

へ

の

着
目

」

に

あ

る

と

考
え
ら
れ

る
。

宗
教

学
に

お
い

て

も

美
学
に
お
い

て

も
、

理

性
な
い

し
論
理
で

は

把
握
し

尽
く
さ

れ
な
い

領
域
の

仮

定
が

、

多
く
の

理

論
を
も

た

ら
し
て

き
た

。

こ

れ

は

両
分
野
に

お
い

て

指
摘
さ
れ
る

よ

う
に
、

近

代

科

学
に

対
す
る

ア

ン

チ
テ

ー

ゼ

と

し
て

成
立

し
た
と
い

う
意
味
に

お
い

て
、

「

近

代
の

産

物
」

と

も
み

な

す
こ

と

は
で

き
る

が、

近

年
ま

す
ま

す

脚

光
を

浴
び
る

よ

う
に

な
っ

て

い

る

種
々

の

「

科
学
的
手
法
」

を

補
う
も

の

と
し

て

の
、

美
学
の

見
地
に

学
ん

だ

宗
教
学
と
い

っ

た

形
の

理
論
も、

そ
の

意
義
を

失
っ

て

は

い

な
い

の

で

は

な
い

だ
ろ

う
か
。

在
ポ

ル

ト
ガ
ル
・

ル

ー

マ

ニ

ア

大
使
館
に

お

け
る

　
エ

リ
ア

ー

デ
の

宗
教
思
想

　
　
　

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　

奥
山

　
史

亮

　

本
報
告
は、

エ

リ

ア

ー

デ
が
ポ
ル

ト
ガ

ル

期
（
一

九
四
〇
1
四
五
年）

に

執

筆
し
た

資
料
を
整
理
し、

異
国
で

あ
る

ポ
ル

ト
ガ

ル

で

描
か
れ
た
ル

ー

マ

ニ

ア

宗

教
文

化
の

特
徴
を
明
ら
か
に

し
た

。

エ

リ

ア

ー

デ

は

戦
中
、

リ

ス

ボ
ン

の

ル

！

マ

ニ

ア

大
使
館
に

文
化

参
事
官
と
し

て

勤
務
し
た

。

文

化
参
事
官
と

し
て

エ

リ

ア

ー

デ

は
、

ル

ー

マ

ニ

ア

と
ポ
ル

ト
ガ
ル

が

共
有

す
る

宗
教
性
に

つ

い

て

記
述

す
る

こ

と
を
せ

ま
ら

れ
、

地
域
横
断
的
な

文

化
現
象
と
し
て

「

宗
教
」

に

関
す
る

思
索
を

深
め

た
。

さ
ら

に
、

ソ

ヴ

イ
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