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し
て

い

た
と
い

う
の

が
、

私
の

解
釈
で

あ
り
ま
た
主

張
で

あ
る

。

セ

デ

ィ

ン

グ

村
と
そ
の

周
辺
の

BC

五

〇

〇

〇

年
以

前
か
ら
AD

九
QO

年
に

い

た
る

考
古
学
的
遺
物
・

教
会
建

築
・

牧
師
日

誌
か
ら

、

呪
詛
の

思
想
的
構

造
が
散
見
さ
れ
る

の

で

あ
る

。

　

キ
ェ

ル

ケ
ゴ

ー
ル

に

お

け
る

罪
責
観
は

、

表
面
的
に
は
キ
リ

ス

ト

教
用

語
を
使
っ

て

表
現
し
て

い

る

け
れ
ど
も

、

そ
の

内
実
は

キ
リ
ス

ト

教
的
観

念
と

は

異
な
っ

て

い

る
。

も
し、

キ
ェ

ル

ケ
ゴ

ー

ル

思
想
を
彼
の

罪
責
観

か

ら
キ

リ
ス

ト

教
的
で

あ
る

と

い

う
な
ら

ば
、

そ

れ

は

間
違
い

で

あ
っ

て
、

む

し
ろ

土

俗
的
と
い

う
べ

き
で

あ
ろ

う
。

ス

カ

ン

デ
イ

ナ

ヴ

イ

ア

固

有
の

思
想
や
精
神
史
的
事
象
を、

キ

リ
ス

ト

教
的
枠
組
み

か

ら

強
引
に

キ

リ

ス

ト

教
に

優
位
な

仕
方
で

再
解
釈
す
る

と
い

う
営
み

は
、

し
ば
し
ば
目

に

つ

く
こ

と
で

あ
る

。

例
え
ば
、

カ

ー

ル

大
帝
に

よ

る

キ

リ

ス

ト
教
と
政

治
的
版
図
の

侵

略
的

拡
大
に

抵
抗
し

た
バ

イ
キ

ン

グ

の

活
動
が、

む
し

ろ

キ
リ

ス

ト

教
的

世
界
観
で

は

逆
に

理

解
さ

れ
て

、

バ

イ
キ

ン

グ
が
そ
の

野

蛮
さ
ゆ

え
に
一

方
的
に

キ

リ

ス

ト

教
圏
に

侵

略
を
お

こ

な
っ

た
と
い

う
ふ

う
に

事
象
の

変

質
化
が
起
こ

る

の

で

あ
る

。

　

キ
ェ

ル

ケ
ゴ

ー

ル

思

想
に

お

け
る

こ

う
し
た

罪
責
観
は
、

キ
ェ

ル

ケ
ゴ

ー

ル

思

想
に

お

け
る

祈
り
の

構
造
に

、

当
然
の

こ

と

な
が
ら
反
映
し
て

い

る
。

そ
の

構
造
は、

呪
詛
と

自
己
犠

牲
と
い

う
概
念
を
導
入
す
る
こ

と

に

よ

っ

て

垣
間
見
る
こ

と
が
で

き
よ

う
。

呪
詛
と
い

う
概
念
の

特
質
は

贈
与

性
に

あ
る

。

そ
れ
は
、

す
な
わ
ち、

相
手
に

何
ら
か

の

も
の

を
付
与
す
れ

ば
、

そ
の

相
手
か
ら

再
び

何
ら
か
の

も
の

を
付
与
し
返
さ
れ
る

と

い

う
贈

与
性
で

あ
る

。

神
を

呪
え
ば

神
か

ら

呪
い

返
さ
れ

る

と
い

う

構
造
で

あ

る
。

実
際、

キ
ェ

ル

ケ
ゴ

ー

ル

の

父
ミ

カ

エ

ル

お
よ

び

そ
の

秘
密
を

知
っ

た
キ

ェ

ル

ケ

ゴ

ー
ル

家
の

人
々

が
、

怯
え
か
つ

信
じ

て

い

た

罪

責
意

識

は
、

キ
ェ

ル

ケ
ゴ

ー

ル

家
と
い

う
血
脈
に

対
す
る

神
か
ら
の

呪
い

返
し

と

い

う
仕

方
で

の

い

わ

ば
神
罰
な
の

で

あ
っ

た
。

ミ

カ

エ

ル

の

長
男
ぺ

ー

タ

ー
と

末
子
セ

ー

ア

ン

阿

キ
ェ

ル

ケ
ゴ

ー

ル

は
二

人
と

も
、

こ

の

秘
密
を
知

っ

て

い

た
。

ベ

ー
タ

ー

と

セ

ー

ア

ン

そ
れ
ぞ
れ
の

思
想
の

抜
本
的
相
違
性

に
つ

い

て

は
、

ペ

ー

タ

ー

の

著
作
集
に

所
載
さ
れ
て

い

る

セ

ー

ア

ン

に

対

す
る

思
想
批
判
が
参
考
に

な
る

。

神
罰
に

対
し
て
ペ

ー

タ

ー

は
、

キ

リ

ス

ト
教
の

啓
蒙
言
い

換
え
れ

ば
デ

ン

マ

ー

ク

社

会
に

お
け
る

キ

リ
ス

ト
教
の

一

般
化
と
い

う
仕
方
で

対
応

し
た
。

セ

ー

ア

ン

は、

奇
妙
で

あ
り
過
激
で

も
あ
る

が

そ
の

生
涯
に

お

い

て
、

し
だ
い

に
自
己
犠
牲
と
い

う
観
念
を
深

化
さ
せ

て
、

自
ら
の

実
人
生
の

営
み

と

イ
エ

ス

の

受
難
を
重
ね

合
わ
せ

る

思
想
を

構
築
し

て

い

っ

た
。

自
己

犠
牲
と
い

う
理
解
は

例
え
ば
、

タ

キ

ト

ゥ

ー

ス

の

『

ゲ

ル

マ

ニ

ア
』

に

記
述
さ
れ

て

い

る

祭
司
の

営
み

や
サ

ガ

文

学
に

お

け
る

英
雄
の

行
動
な
ど

、

古
代
中
世
ス

カ

ン

デ

ィ

ナ

ヴ
ィ

ア

社
会

に

お

け
る

特
徴

的
精
神
性
で

あ
る

。

キ
ェ

ル

ケ
ゴ

ー

ル

思

想
に

お

け
る

祈

り
の

本
質
は

、

こ

う
し

た
古

代
中
世
ス

カ

ン

デ

ィ

ナ

ヴ

ィ

ア

社

会
に

お

け

る

特
徴
的
精
神
性
の

継
承
に

根
拠
が
あ

り
、

内
面
の

美
を

尊
重

す
る
一

種

の

美
意
識
を
衣
と
し
て

い

る
と
い

う
こ

と
が
で

き
よ

う
。

一
一
ー

チ
ェ

に

お
け

る

社
会
性
と
虚
栄
心
の

問
題

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　

　
木
原

英
史

　
通
常
我
々

は、

人
間
が
自
由
で

独
立
し
た

意
志
主

体
を
持
つ

と

考
え
て

お
り、

そ
う
し
た
主
体
に

基
づ

い

て

自
ら
の

行
為
の

責
任
を
と

り
、

共
同

体
の

中
で

社
会
性
を
も
っ

て

生
き
て

い

る

と

見
な
し
て

い

る
だ
ろ

う
。

し

か
し
、

F
・

二

i
チ

ェ

は
、

そ
の

著
書
『

人

間

的、

あ
ま

り
に

人

間
的

（

ミ
§
恕
ミ
普

ぎ
梦

』
丶

丶

襞
ミ

§
髯
ミ
勘

書
勃

」
◎。

お
）

』

の

な

か

で
、

そ

う
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し
た

自
由
な
意
志
へ

の

理
解
を
批

判
し
て

い

る
。

ニ

ー

チ
ェ

は
、

自
由
意

志
を

世
界
の

流

動
的
な

性
格
と
相

容
れ
な
い

「

意
志
の

自

由
と

諸
事
実
の

孤
立
」

を
目

指
す
一

種
の

原

子
論、

哲
学
的

神
話
だ
と
批

判
す
る
の

で

あ

る
。

　
同

書
の

中
に

あ
る

漂
白
者
（

ニ

ー

チ
ェ

）

と
そ
の

影
の

会
話
は
、

非
理

陸
の

暗
闇
を

嫌
う
人
間
が

理

性
の

光
で

辺
り
を

照
ら

そ
う
と

し
て

も、

光

在
る

と
こ

ろ

に

は

影
が
付
い

て

く
る
、

と
い

う
も
の

で

あ
る

。

こ

れ
は
意

志
が

自
由
で

あ
り、

光
の

中
に
あ
る

と

人
間
が

考
え
た

と

し
て

も、

自
己

保
存
の

欲
求
と
い

う
起
源
は

影
の

よ

う
に

つ

い

て

ま
わ

る

と

い

う
こ

と
を

意
味
し
て

い

る
。

そ
し
て
、

自
然
の

中
に

い

る

に

も
か

か

わ
ら
ず

、

こ

う

し
て

自
ら
を
光
の

中
に

置
か

れ
た

「

人
間
」

と

感
じ

る

こ

と

は
、

ニ

ー

チ

ェ

に

お
い

て

は
虚
栄
心
と

考
え
ら
れ
て
い

た

の

で

あ
る

。

　
こ

う
し
た
自
己
保

存
の

欲

求
の

現
わ
れ
と

し
て

の

虚
栄
心
は、

ニ

ー

チ

ェ

の

後
の

『

善
悪
の

彼
岸

S
誠
竃
躇

竃
毳

O
ミ
ミ

謡
職

ヒロ

薯
鴨

」
◎QQo

 ）
』

等

の

著
作
に

も
形
を
変
え
て

受
け
継
が
れ
て

い

る
。

そ
の

中
で

の

意
志
や

善

悪
に

関
す
る

考
察
で

は
、

人

間
の

行

為
や

そ
の

知

性
が
欲

求
や

衝
動

等
の

様
々

な

影
響
下
に

あ
る

と
い

う
先
の

考
え
方
は
そ
の

ま
ま

維
持
さ

れ
て

い

る
。

し
か

し

そ
の
一

方
で
、

行
為
の

原

因
と
し
て

の

欲

求
が

確
実
に

把
握

さ
れ

う
る

と
い

う
こ

と
に

関
し
て

は
、

二

ー

チ
ェ

は

否
定
し
て

い

る
。

認

識
論
的
懐
疑
を

経
た

近
代
哲
学
が

、

人

間
は

古
い

霊
魂
概
念
を

排
除
で

き

て

い

な

い

よ

う
に、

人
間
が

行
い

得
る

把
握
と
は、

本
質
の

把
握
で

は

な

く、

非
本
質
の

虚
偽
で

あ
り、

目
的
論
的
な

理
想
の

把
握
だ
と
い

う
の

で

あ
る

。

こ

う
し
た
こ

と
は
、

シ
ョ

ー

ペ

ン

ハ

ウ

ア

ー

の

意
志
論
が

目
的
論

的
な
理
想
で

あ
る
と

い

う
ニ

ー

チ
ェ

の

批
判
か

ら

見
て

取
れ
る

だ
ろ

う
。

目
的
論
と
い

う
認
識
の

限
界
状
況
は
、

ニ

ー

チ
ェ

が

か

つ

て

語
っ

た

自
己

保
存
の

欲
求
も
「

目

的
論
的
原
理
」

の
一

種
に

過
ぎ
な
い
、

と
し

て

し
ま

う
だ
ろ

う
。

　
二

i
チ
ェ

に

と
っ

て
、

あ
ら
ゆ
る
真
の

原
因
は

人
間
に

は
隠
さ

れ

て

い

る

た

め

に、

我
々

は

複

雑
さ
か

ら

単
純
さ
へ

向
か

う
「

精
神
の

根
本
意

志
」

が

は

た

ら
い

て

い

な
け
れ
ば

何
も
把
握
で

き
な
い

の

で

あ
る

。

し
か

し、

そ
う
し

た

「

原
理
を
節
約
」

し
て

単
純
化
し
た

把
握

内
容
は

、

多
数

の

人
間
の

意
見
に

合
わ
せ
る
た
め
に

生
気
を
失
っ

た

目
的

論
的
理
想
へ

転

落
し

て

し
ま
い
、

彼

自
身
の

手
に

よ
る
「

力
へ

の

意

志
」

と
い

う
命
題
さ

え
も
目
的
論
的
と

な
ら
ざ
る
を
得
な
い

。

そ
こ

で
ニ

ー

チ
ェ

は

「

力
へ

の

意
志
」

を
述
べ

る

際
、

自
ら
の

命
題
が
あ
く
ま
で

説

明
の

た

め

の

「

方
法

の

道
徳
」

に
従
っ

た
に

過
ぎ
な
い

と
す
る

の

で

あ
る

。

そ

う
す
る
こ

と

に

よ
っ

て、

ニ

ー

チ
ェ

は

単
純

化
さ

れ

た

説
明
の

形
式
が

永
遠
で

も
神
聖
な

こ

と

で

も
な
い

と

し
、

そ
こ

か

ら

離
れ
よ

う
と

す
る

の

で

あ
る

。

こ

う
し

た
こ

ー
チ
ェ

の

意
図
は
、

善
悪
に

関
し
て

も

同
様
で

あ
る
。

人
間
が
共
同

体
の

中
で

生

き
る

た
め

多
数
の

者
に
と
っ

て

共
通

な
道

徳
の

遠
近

法
の

下、

世

界
を
制
圧
し
、

善
悪
を

自
ら

の

行
為
の

内
に

認
め

る
た
め
に

「

内

面
化
」

し、

己
の

不
安
な
状
態
を

解
消
し

よ

う
と

す
る
不
可
避
的
で

「

深

刻
な
病
気
」

で

あ
る

と

彼
が

批
判
す
る

の

は
、

人
間
的
な
善
悪
の

彼

岸
に

立
つ

た
め
で

あ
っ

た
。

　
二

i
チ
ェ

が
こ

う
し
て

自
由
意
志
や

善
悪
の

観
念
か
ら

離
れ
よ

う
と

す

る

の

は
、

「

生
の

条

件
と

し
て

の

昼
と

夜
」

と
い

う
人
間
の

意
図
す
る

と

こ

ろ

を
超
え
た
、

己
の

理
想
自
体
の

限
界
状
況
を
包
括

す
る
一

段
高
い

理

想
を

見
出

す
た
め

で

あ
ろ

う
。

意
志
や

善
悪
と

い

っ

た
理

想
を

問
題
と

す

る

こ

と
で

、

そ

の

絶
え
間
な
い

没
落
の

運
命
が
示
さ
れ、

ま
た

そ
こ

か

ら

の

自
己
救
済

、

新
た
な
理
想
の

創
造
が

な
さ
れ
る
と

ニ

ー

チ
ェ

は

主

張
し

406（1128）
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た
の

で

あ
る

。

ニ

ー

チ
ェ

に

よ

る

社

会
性
を

維
持
す
る

諸
概
念
へ

の

批

判

は
、

現
実
的
な
生
に

近

接
す
る

道
で

あ
っ

た
の

で

は

な
い

だ
ろ

う
か

。

ル

ド
ル

フ
・

シ
ュ

タ

イ

ナ

ー

の

キ
リ

ス

ト

観

　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　

　
　

　
　

　
　

西
井
　
美

穂

　

ル

ド
ル

フ
・

シ

ュ

タ

イ

ナ
ー
（
幻
口
匹
o
開

Qり
け

虫
ロ

奠
冖

八

六
一

ー
九
二

五
）

は

目

本
で

は
、

シ
ュ

タ

イ
ナ

ー

教

育
の

創
設
者
と

し
て

知
ら

れ
、

そ

の

教

育
を

支
え
て

い

る

思
想
は

、

一

般
に

人

智
学
（
〉
暮
耳
oOo

ω

oO

馘
Φ）

と

呼
ば
れ
て

い

る
。

そ

れ

は
人
間
が
自
ら

の

叡

智
で
、

人
間
で

あ
る

こ

と

を

見
出

す
と
い

う
こ

と
を

意
味
す
る

。

実
践
で

は

評
価
さ
れ

て

い

る

も
の

の
、

シ

ュ

タ

イ
ナ

ー

の

思

想
は
ド

イ
ツ

で

は、
「

精

神
科
学
（
Ω
Φ圃
・゚

審
ω
−

≦
δ
ω

Φ

口
ω

o
『

p
沖）
」

と
い

う、

見
え

な
い

も
の

を
も

実
体
と

し

て

研
究

対

象
と
し
て

い

る

た

め
、

経
験
的
実

証
的
な

科
学
か
ら

は

「

非
科
学
的
」

と

批
判
さ
れ
て

い

る
。

日

本
に

お

い

て

も
、

シ
ュ

タ

イ

ナ
ー

思
想
の

神
秘

的

側
面
が

問
題
と

な
っ

て

い

る
。

　

し
か
し
、

実
践
活
動
の

基
盤
と
な
っ

て

い

る

の

が

人
智
学
思

想
で

あ
る

こ

と

を
考
え
れ

ば
、

「

非
科
学
的
」

だ
と

決
め
つ

け、

厳
密
に

吟
味
さ
れ

な
い

の

は
お
か

し
な

話
だ
と
い

わ

ざ
る

を

え
な
い
。

そ
れ

故
、

「

神
秘
主

義
」

と
い

う
側
面
の

み

に

焦
点
を

当
て

る

の

で

は

な

い
、

新
し

い

視
座
に

よ
る

分
析
が

必

要
で

あ
る

と

考
え
る

。

そ
の

シ
ュ

タ

イ

ナ
ー

思

想
は

、

こ

れ
ま
で

の

研
究
で

は
、

哲
学
的
思

索
を

中
心
と

し
た

前
期
思
想
は

重

要
だ

と
さ
れ
な
が

ら

も
、

研
究
対
象
と
な
る

の

は
、

も
っ

ぱ

ら
神
秘
思
想
の

後

期
思
想
で

あ
っ

た
。

し
か
し

、

近

年
で

は

前
期

思
想
と

後
期
思

想
を
連

結

さ
せ
る

こ

と
を

試
み

た

研
究
も
現
れ

、

シ
ュ

タ

イ
ナ
ー

思
想
全

体
が

も
つ

意
味
が

厳
密
に

検
討
さ
れ
つ

つ

あ
る

。

　

前
期
と

後
期
に

通

底
す
る

も
の

を

探

求
し
た

と

き
に

問
題
に

な
る
の

が
、

シ
ュ

タ
イ

ナ

ー

の

キ

リ

ス

ト

観
で

あ
る

。

実
際
に

は
シ
ュ

タ

イ

ナ

ー

の

キ

リ
ス

ト

論
は

厳

密
に

検
討
さ
れ

ず
に

、

「

非
正

統
的
」

と

見
做
さ

れ

た

り
、

あ
る

い

は

単
に

オ

カ
ル

ト
思

想
と
し

て

片
づ

け
ら
れ

て

し
ま

う
の

で

あ
る

。

こ

う
し
た

状
況
に

お

い

て

シ
ュ

タ

イ

ナ
ー

の

キ

リ

ス

ト

観
を

分

析
す
る

こ

と
は

、

シ
ュ

タ

イ
ナ

ー

思

想
の

新
た
な

側
面
に

光
を

当
て

、

幅

広

く
議
論
を

展
開
し
て

い

く
こ

と
が
で

き
る

の

で

は

な
い

か

と

考
え
る
。

　
さ
て、

シ
ュ

タ

イ

ナ

ー

の

キ

リ

ス

ト
観
で

あ
る

が
、

シ
ュ

タ

イ

ナ
ー

の

独
自
の

聖

書
解
釈
は
、
．

歴
史
学
者
セ

オ

ド
ア
・

ロ

ー

ザ
ク

か

ら

「

キ

リ

ス

ト

教
史
に

お
い

て

も
っ

と

も
異
様
な
も
の
」

（
『

意
識
の

進

化
と

神
秘
主

義
』

）

だ

と

激
し
い

批
判
を
あ
び

せ

ら
れ
て

い

る
。

そ
の

「

最
も

異
様
な
」

聖

書
解
釈
と
は

、

如
何
な
る

も
の

な
の

か
。

　
一

九
〇

二

年
、

シ
ュ

タ

イ
ナ

ー

は

神
智
学
協
会
入

会
直
前
に

行
っ

た

講

演
『

神
秘
的

事
実
と
し

て

の

キ

リ

ス

ト

教
と

古
代
の

秘
儀

S
毳

O
ミ
帯

、

ミ
ミ
§

ミ
防

ミ
塞
職

簿
軸

寄
財
籟
6

曹
ミ
謡

織

ミ
鳴

さ
仍

繕

識
§

魯
動

ム
、

謄
、・

ミ
ミ
包
』

に

お
い

て
、

占
代
ギ

リ
シ

ア

の

密
儀
精
神
で

見
出
さ
れ
る

神
性

が
キ

リ
ス

ト

教
の

源
泉
で

あ
る

と

論
じ

た
。

前
半
は
、

プ
ラ

ト

ン

（

紀
元

前
四

二

八

頃
−

三

四
八

頃
∀

の

神
秘
思

想
を

中
心
に
、

ヘ

ラ

ク

レ

イ

ト

ス

（
紀

元
前
五

三
五

−
四

七

五
）

な
ど

プ

ラ

ト
ン

以

前
の

哲
学
者
の

思

想
を

吟
味
し、

古
代
ギ

リ
シ

ア

の

哲
学
者
に

と
っ

て

神
秘
的
認
識
が

い

か

に

重

要
で

あ
っ

た

か
を

語
っ

て

い

る
。

後
半
で

は
、

プ
ラ

ト

ン

神
秘
思
想
が

フ

ィ

ロ

ン

（

二

〇
頃
−
四

〇

頃
）

を

通
し

ど
の

よ

う
に

福
音
書
の

成
立

に

影

響
し

た
か

を

述
べ
、

「

キ

リ

ス

ト

教
は

ゆ
っ

く

り
と

密
儀

か

ら

芽
生

え

…

…

密
儀
の

叡
智
が
キ

リ
ス

ト

教
の

言
葉
を
ま
と

う
」

と

結
論
づ

け
て

い

る
。

こ

の

よ

う
な
聖

書
解
釈
に

お
い

て

キ
リ

ス

ト
は
、

一

九

〇

八

年
の

（ll29）407
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