
〈

特
集
　
「

人

間

と

は

何
か

」

２

〉

人

間

と

は

何

か

―
―
キ
リ
ス
ト
教
の
立
場
か
ら
―
―

土
　
居
　
真
　
俊

一

筆
者

は
数
年

前
「

現
代
日
本
に
お
け
る
宗
教
的
人
間
像
」

と
題
す

る
書
物

の
刊
行

を
企
画

し
、
各
宗
教
に
つ
い
て

の
権
威
あ
る
学
者
の
原
稿

を
頂
載
し

て
い

る
の
で

あ
る

が
、
そ
れ
ら
を
基
礎
に
し
て

、
ま
た
そ

れ
ら

を
締
め
く
く

る
意
味
に

お
い
て
「
比

較
人
間

学
」
と
も
称
す

べ
き
一
文
を
草
し
て
み
た
い

と
い
う
野
望
を
抱
く
に
至

っ
た
。
し
か
し
、
い

ざ
そ
の
作
業
に
と
り
か
か
っ

て
み

る
と
、
そ
れ

は
容
易

な
こ

と
で

は
な
い
。
各
宗
教
め

人
間

観
は
そ
れ
に

独
自

な
風
土

的
、
社
会
的
、
歴
史
的
脈
絡
の
中
に
位
置

づ
け
ら

れ
て

お
り

、

し
た

が
っ
て

、
そ
れ
に
独

自
な
ニ
ュ

ア
ン
ス
を
も
っ
て
い

る
。
そ

の
上
各
宗

教

の
内
部
に

お
い
て

も
、
時
代
に
よ
り

、
宗
派
に
よ
っ
て
、
多
種
多
様
な
考

え
方

が
あ
る
。
そ
れ
ら
を
公
平
に
取
扱
う
た

め
に

は
無
数

の
文

献
に
当
ら
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
す
で
に
筆
者
の
能
力
を
越
え
る
議
題
で
あ
る
こ

と

は
明

ら

か

で

あ

る
。

況

し

て

や

本

稿

の

よ
う

に

限

ら

れ

た

紙

数

に

お

い
て

を

や

で

あ

る
。

そ
こ
で
本
稿
に
お
い
て
は
、
聖
書
を
基
礎
資
料
と
し
、
現
代
神
学
の
視
野

に

お

い

て

、

キ

リ

ス

ト

教

人

間
観

を
略

述

す

る
こ

と

に

止

め

た

い

。
但

し
そ

れ

を

遂

行
す

る

に

当

っ

て

適

切
と

考

え

ら

れ

る
場

合

に

は

、
断

片
的

に

で

は

あ

る

が
、

他

宗
教

、
特

に

仏
教

と

の

類

似

点

、

ま

た

は

相
違

点

に
言

及

す

る

こ

と

が
あ

る

こ

と

を

、
予

め
御

諒

承

願

い

た

い

二

マ
ル
チ
ン
・
プ
ー
パ
ー
は
「
始
め
に
関
係
あ
り
」
と
言
っ
た
が
、
聖
書
に

は
神

ど

の

関

係

に

お

け

る
人

間

が
語

ら

れ

て

い

る
の

で

あ

っ

て

り
人

間

そ

れ

自

体

に

つ
い

て

の
教

説

は

含

ま

れ
て

い

な

い

。

そ

の

逆

も

ま

た

真

な
の

で

あ

っ
て

、

聖

書

に

は

、
人

間

と

の
関

係

を

離

れ

て

、
神

そ

れ
自

身

（
Ｇ
ｏ
ｔ
ｔ
-ａｎ
-



s
i
c
h
)
に
つ
い
て
語
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
も
な
い
。
そ
の
初
期
の
著
作
に
お

い

て

は

、

神

と

人

間

と

の
質

的

相

違
、

人

間

に

対

す

る

神

の

隔

絶

性

を
強

調

し
て
巳
ま
な
か
っ
た
バ
ル
ト
さ
え
も
、
そ
の
最
後
の
講
演
集
に
お
い
て
は
、

「

神

が

す

べ
て

で

あ
り

。

人
間

は

無

で

あ

る
と

の

主

張

は

誤
り

で

あ

っ

た
」
。

今

日

わ

れ

わ
れ

が

必
要

と

し

て

い

る

の

は

「

神

学

的

人

間

学

」

正

確

に

は

「
神
‐
人
学
」
(
T
h
e
-
a
n
t
h
r
o
p
o
l
o
g
y
）
、
す
な
わ
ち
、
神
と
人
間
と
の
間

の

交

わ

り

に

つ

い

て

の

教

説

で

あ

る
。
「
人

間

な
し

に

は
神

は
存

在

し

な

い
」

と

ま

で

言

い

切

っ

て

い

る

。

さ

て

、

神

と

の

関

係

に

お
け

る
人

間

に

つ
い

て

語

る
場

合

、

わ
れ

わ

れ

は

ま
ず
神
が
人
間
を
自
分
の
か
た
ち
（
Ｉ
ｍ
ａ
ｇ
ｏ
）
に
似
せ
て
、
ま
た
そ
れ
に
か

た
ど
っ
て
（
Ｓ
ｉ
ｍ
ｉ
ｌ
ｉ
ｔ
ｕ
ｄ
ｏ
）
創
ら
れ
た
と
い
う
、
あ
の
創
世
記
一
・
二
六
の

物
語
か
ら
始
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
天
地
創
造
と
い
っ
て

も
、
そ
れ
は
昔
々
起
っ
た
出
来
事
を
客
観
的
に
描
写
し
た
も
の
で
は
な
い
。

そ

れ

は

何

か

聖

な

る
出

来

事

に

触

れ
て

、

自
己

の

有
限

性

を

被

造

者

性

と

し

て

把

握

し

た
人

々

の
間

か

ら

生

れ

た

神

話

で

あ

る

。

こ

の

こ

と

は
同

じ

創

世

記
二
・
七
に
「
主
な
る
神
は
土
の
ち
り
で
大
を
造
り
」
と
あ
る
こ
と
に
よ
っ

て
も
知
ら
れ
る
。
こ
こ
に
芒
種
の
語
呂
合
わ
せ
が
あ
っ
て
a
b
a
m
(
人
間
)

は
ａ
ｄ
ａ
ｍ
ａ
ｈ
（
土
）
か
ら
造
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
な
っ
て
い
る
。
要
す
る

に

、

人

間

は
土

よ

り

出

て

土

に

帰

る

も

の

と

い

う

の

が

古
代

イ

ス
ラ

エ

ル
の

自

己

認

識

で

あ

っ

た

が
、

更

に

こ

こ

で

は

「
ち

り

」

を

意

味
す

る

満

喫

県

加

わ

っ

て

、

崇

高

た

る
創

造

者

に
対

比

し
て

、

卑
小

な

る

も

の

と

し

て

の

人

間
の
自
覚
が
顕
著
で
あ
る
。
因
に
a
d
a
m
に
は
複
数
形
が
な
い
か
ら
、
集
合

名
詞
人
間
一
般
を
代
表
す
る
も
の
と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

さ
て
、
も
う
い
ち
ど
創
世
記
一
・
二
六
に
立
ち
帰
っ
て
「
神
の
か
た
ち
」

（
I
m
a
g
o
 
D
e
i
）
と
は
何
か
と
い
う
こ
と
を
考
察
し
て
置
か
ね
ば
な
ら
な

い
。
カ
ト
リ
ッ
ク
神
学
で
は
Ｓ
ｉ
ｍ
ｉ
ｌ
ｉ
ｔ
ｕ
ｄ
ｏ
（
相
似
性
）
と
I
m
a
g
o
（
か
た

ち

）

と

を

区

別

し

、

人

間

が

本

来

備

え

て

い

た

、

神

と

交

わ

る

可

能

性

と

し

て
の
　
Ｓ
ｉ
ｍ
ｉ
ｌ
ｉ
ｔ
ｕ
ｄ
ｏ
 
は
ア
ダ
ム
の
堕
罪
に
よ
っ
て
失
わ
れ
た
け
れ
ど
も
、

I
m
a
g
o
 
は
曇
ら
さ
れ
て
は
い
る
け
れ
ど
も
、
失
わ
れ
て
は
い
な
い
と
す
る
。

そ

こ

に

自

然

神

学

の

成

り

立

つ

可

能

性

が

あ

る

わ

け

で

あ

る

。

そ

れ

で

は

、

I
m
a
g
o
と
は
何
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
を
自
由
意
志
と
す
る
者
、

理

性

と

す

る

者

等

、
教

父

た

ち

の

間

に

も

意

見

が

分

れ

て

い

た

。
プ

ロ

テ

ス

タ

ン
ト
正
統
主
義
に
お
い
て
は
、
Ｉ
ｍ
ａ
ｇ
ｏ
　
は
失
わ
れ
た
と
す
る
傾
向
が
強
い
が
、

今
世
紀
に
お
い
て
そ
れ
を
代
弁
し
た
の
は
カ
ー
ル
・
バ
ル
ト
で
あ
っ
た
。
エ

ミ
ー
ル
・
ブ
ル
ン
ナ
ー
は
一
九
三
四
年
Ｎ
ａ
ｔ
ｕ
ｒ
　
ｕ
ｎ
ｄ
　
Ｇ
ｎ
ａ
ｄ
ｅ
と
題
す
る
小

著
に
お
い
て
、
　
ｉ
ｍ
ａ
ｇ
ｏ
の
実
質
的
内
容
は
失
わ
れ
た
け
れ
ど
も
、
形
式
的
側

面

は

失

わ

れ

て

い

な

い

。

そ

れ

は

人

間

に

お

け

る

「

応

答

可

能

性

」
（
Ｖ
ｅ
ｒ
ａ
-

ｎ
ｔ
w
ｏ
ｒ
ｔ
ｌ
ｉｃ
ｈ
ｋ
ｅ
ｉｔ
）
　

の

こ

と

で

あ

っ

て

、

そ

れ

が

な

け

れ

ば

、

人

間

は

、

神

の

呼

び

か

け

に

応

じ

な

い

こ

と

に

対

し

て

、

す

な

わ

ち

、

不

信

仰

に

対

し

て

責

任

を

負

い

得

な

い

と

説

い

た

。

ブ

ル

ン

ナ

ー

は

そ

れ

を

「

神

と

人

間

と

の

接

合

点

」
（
Ａ
ｎ
ｋ
ｎ
ｕ
ｐ
ｆｕ
ｎ
ｇ
ｓ
ｐ
ｕ
ｎ
ｋ
ｔ
）
と

呼

ん

で

い

る

。

パ

ル

ト

は

そ

れ

に

対

し
て
直
ち
に
　
Ｎ
ｅ
ｉ
ｎ
！
　
Ａ
ｎ
ｔ
w
ｏ
ｒ
ｔ
　
z
ｕ
　
Ｅ
ｍ
ｉ
ｌ
　
Ｂ
ｒ
ｕ
ｎ
ｎ
ｅ
ｒ
と
題
す
る
論
文
を

発

表

し

、

い

か

な

る

意

味

に

お

い

て

も

、

人

間

に

お

け

る

神

と

の

接

合

点

を

認

め

る

な

ら

ば

、

プ

ロ

テ

ス

タ

ン

ト

の

根

本

原

理

で

あ

る

「

恩

ち

ょ

う

に

よ



1;ﾊﾟ

り
て
の
み
」
（
s
o
l
a
　
ｇ
ｒ
ａ
ｔ
ｉ
ａ
）
は
崩
壊
し
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
と
反
駁
し
た
。

こ
の
バ
ル
ト
の
立
場
は
仏
教
で
い
う
「
無
自
性
仏
性
」
に
近
い
よ
う
に
思
わ

れ

る

。

そ

こ

で

初

期

の

パ

ル

ト

か

ら

キ

リ

ス

ト

教

に

接

近

し

た

仏

教

学

者

の

間

に

は
、

キ

リ

ス

ト

教

は

所

詮

二

元

論

に

陥

ら

ざ

る
を

得

な

い

と

考
え

る
向

き

も

あ
る
が
、
そ
う
で
は
な
い
。
キ
リ
ス
ト
教
の
創
造
論
は
究
極
的
一
元
論
を
含

蓄
す

る

も

の

で

、

人

間

は

神

を

離

れ

て

、

神

の
外

に
任

意

に
自

己

の
位

置

を

設

定

す

る

こ

と

は
で

き

な

い

。
「

わ

た

し

が
天

に

の

ぽ

っ
て

も

、

あ

な

た

は

そ

こ

に

お

ら

れ
ま

す

。

わ

た

し

が
陰

府

に

床

を
設

け

て
も

、
あ

な

た

は
そ

こ

に

お

ら

れ

ま

す

」
（
詩

篇

一
三

八

・
八

）

と

あ

る

と

お
り

で
あ

る

。
「
無

か
ら

の

創

造

」
（
ｃ
ｒ
ｅ
ａ
ｔ
ｉｏ
　ｅ
ｘ
　ｎ
ｉｈ
ｉｌｏ
）

と

い

う

こ

と
も

、

キ

リ

ス
ト

教

の
究

極

的
一
元
論
は
、
神
の
外
に
、
創
造
の
素
材
と
な
る
よ
う
な
「
所
与
」
（
Ｔ
ｈ
ｅ

ｇ
ｉｖ
ｅ
ｎ
）

の
存

在

を

許

さ

な

い

と

い
う

意

味

を

も

っ

て

い

る

。

三

創

造

神

の

信

仰

の

枢
軸

を

な
す

も

の

は

人
格

神

の

概

念

で

あ

る

。

そ

し

て

、

そ

れ

の

実

存

的

基

礎

は

自

己

を

人
格

と

し

て

自

覚

す

る
人

間

は
、

人

格

以

下

の

も

の

に

究

極

的

関

心

を

つ

な

ぐ

こ

と

は
で

き

な

い

と

い
う

こ

と
に

あ

る
。
し
か
し
、
神
は
わ
れ
わ
れ
人
間
が
一
人
の
人
格
で
あ
る
と
い
う
意
味
に

お

い

て

人

格

で

あ

る
こ

と

は
で

き

な

い

。

な

ぜ
な

ら

一

人

の
人

格

と

な

る

と

い

う

こ

と

は

、

有

限

性

の

範

疇

の

中

に

身

を
置

く

と

い

う

こ

と

を

意
味

す

る
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
、
人
格
神
と
い
う
の
は
、
神
は
す

11
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べ
て

人

格

的

な
も

の
の

根

柢

で

あ

る
と

い
う

こ

と

を

意

味

す

る

と
言

う

。

た

と

え

ぱ

わ

れ

わ

れ

が
祈

り

を
為

す

場

合

、

神

は
祈

り

の
対

象

で

あ

る

と
同

時

に

、

祈

り

ご
こ

ろ

を
誘

う

祈

り

の

能
力

と

し
て

、

祈

り

の
主

体

の
中

に
も

働

い

て

お
ら

れ

る

の
で

あ

る
。
「
聖
霊

に

よ

ら

な

け

れ

ば
、

だ

れ

も
〈
イ

エ

ス

は

主
で
あ
る
〉
と
言
う
こ
と
が
で
き
な
い
」
（
Ｉ
コ
リ
ン
ト
一
二
・
三
）
と
あ
る

と
お
り
で
あ
る
。
バ
ル
ト
流
に
言
え
ば
、
神
に
よ
る
規
定
（
Ｂ
ｅ
ｓ
ｔ
i
m
m
ｕ
ｎ
ｇ
）

の
下

で

人
間

の

自

己

規

定

（
Ｓ
ｅ
ｌ
ｂ
ｓ
ｔ
-ｂ
ｅ
ｓ
ｔ
i
m
mｕ
ｎ
ｇ
）

が
起

る

と

考

え
ら

れ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
「
1
念
仏
は
無
碍
の
一
道
な
り
」
と
い
う
の
に
近
い
で

あ

ろ
う

か

。

キ
リ
ス
ト
教
の
人
格
主
義
に
対
し
て
仏
教
は
、
究
極
的
な
境
位
を
空
と

か
、
涅
槃
と
か
、
絶
対
無
と
か
い
ろ
非
人
格
的
な
表
象
を
用
い
て
語
る
。
そ

の
限

り

に

お

い

て

滝

沢

氏

が

久

松

博

士

の

立

場

と

し

て

指
摘

さ

れ

る
よ

う

に
、
「
仏
教
は
本
来
、
無
神
論
的
な
宗
教
で
あ
り
…
…
徹
底
的
に
自
律
的
な

〈
覚
の
宗
教
〉
で
あ
る
」
と
言
わ
れ
る
の
も
故
な
し
と
し
な
い
。
し
か
し
他

面

、

仏

教

に

お

い
て

も

、

阿

弥

陀

仏

、
毘

盧
遮

那

仏

を
始

め
、

多

数

の
仏

、

菩

薩

が
あ

っ
て

、

人

格

化

の
要

求

の
抑

え

が

た

い

こ

と
を

示

し

て

い

る

。

現
代
神
学
に
お
い
て
存
在
論
的
神
学
を
展
開
し
た
の
は
パ
ウ
ル
・
テ
ィ
リ

ッ

ヒ
で

あ

っ
て

、
彼

に

お

い
て

は

、
「
存

在
モ

の

も

の
」
（
ｅ
ｓ
ｓ
ｅ
　ｉｐ
ｓ
ｕ
m
）
　
ｉ
ｆ

存

在

、

非
存

在

の
対

立

を
越

え

た
も

の

で

あ
り

、

し

か

も
す

べ
て

存

在
す

る

も

の

は

、

そ

れ

に

参

与
す

る
こ

と

に

よ

っ
て

存

在

性

を

与

え
ら

れ
、

存

在

へ

の
勇

気

を

獲

得

す

る

。

そ

こ
で

彼

は

、

懐

疑

の
不

安

に

お

い
て

有

神

論

的
神

が
姿
を
消
し
た
と
き
に
、
存
在
の
能
力
（
ｐ
ｏ
w
ｅ
ｒ
　
o
ｆ
　
ｂ
ｅ
ｉ
ｎ
ｇ
）
と
し
て
の
真



の

神

が

現

わ

れ

る

と

言

う

。

以

上

わ

れ

わ

れ

は

神

と

の

関

係

に

お

け

る

人

間

を

論

じ

よ

う

と

し

て

、

神

観

に

深

入

り

し

過

ぎ

た

が

、

こ

こ

で

は

主

題

の

要

請

に

沿

っ

て

、

い

さ

さ

か

辞

書

的

に

流

れ

る

嫌

い

は

あ

る

が

、

人

間

観

と

関

係

あ

る

用

語

を

列

挙

し

て

置

こ

う

。

先
ず
旧
約
聖
書
で
は
、
人
間
の
欠
乏
態
を
表
わ
す
ｎ
ｅ
ｐ
ｅ
ｓ
　
（
ｓ
ｏ
ｕ
ｌ
,
　
ｃ
ｒ
ｅ
ａ
-

ｔ
ｕ
ｒ
ｅ
,
　
ｅ
ｔ
ｃ
．
）
弱
さ
に
お
仇
る
人
間
が
表
わ
す
ｂ
ａ
ｓ
ａ
ｒ
（
ｆ
ｌ
ｅ
ｓ
ｈ

，

ｂ
ｏ

ｄ
ｙ

，
　
ｅ
ｔ
ｃ

．
）
’

人

間

に

生

気

を

与

え

る

ｒ
ｕ
ａ
ｈ

　
（

ｂ
ｒ
ｅ
ａ
ｔ
ｈ

，
　
w

ｉｎ

ｄ

，
　
ｓ
ｐ

ｉ
ｒ
ｉ
ｔ

，
　
ｅ

ｔ
ｃ

．
）
’

人

間

の

知
覚
を
表
わ
す
Ｌ
ｅ
ｂ
　
（
ｈ
ｅ
ａ
ｒ
ｔ

，

ｆ
ｅ
ｅ
ｌ
ｉ
ｎ
ｇ

，
　
w
ｉ
s
h
，
　
ｒ
ｅ
ａ
ｓ
ｏ
ｎ
，
　
ｅ
ｔ
ｃ
．
）
等
が
あ

る
。
新
約
聖
書
で
は
テ
サ
ロ
ニ
ケ
前
書
五
・
二
三
に
見
え
る
パ
ウ
ロ
の
三
分
法

■
■
■
■
（
b
o
d
y
）
,
■
■
■
■
■
（
s
o
u
l
）
,
■
■
■
■
■
■
（
s
p
i
r
i
t
）
に
n
o
u
s
（
m
i
n
d
,
 
I

C
o
r
.
 
2
:
1
6
,
 
u
n
d
e
r
s
t
a
n
d
i
n
g
，

Ｐ
ｈ
ｉ
ｌ

．
　
４
　
：
　
７
，
　
ｅ
ｔ
ｃ
．
）
と
■
■
■
■
（
ｆ
ｌ
ｅ
ｓ
ｈ

，

R
o
m
．
　
７
　
：
　
１
８
，
　
Ｉ
　
Ｊ
 
。
ｈ
．
　
２
　
：
　
１
６
，
　
Ｉ
Ｉ
　
Ｐ
ｅ
ｔ
．
　
２
　
：
　
１
８

，
　
ｅ
ｔ
ｃ

．
）

を

加

え

れ

ば

足

り

る
で
あ
ろ
う
。
■
■
■
■
は
罪
の
座
と
な
り
易
い
弱
さ
を
も
っ
て
い
る
。

四

キ

リ

ス

ト

教

人

間

観

を

語

る

に

は

「

罪

」

の

概

念

を

中

心

に

据

え

な

け

れ

ぱ

な

ら

な

い

で

あ

ろ

う

。

そ

れ

は

仏

教

が

「

苦

」

の

概

念

か

ら

出

発

す

る

の

と

対

照

的

で

あ

る

。

別

言

す

れ

ば

、

仏

教

が

「

求

心

歇

む

処

即

ち

無

事

」

と

あ

る

よ

う

に

、

Ｉ
ｓ
ｎ

ｅ
ｓ
ｓ
　

を

問

題

と

す

る

の

に

対

し

て

、

キ

リ

ス

ト

教

は

予

言
者
宗
教
を
継
承
す
る
も
の
と
し
て
O
ｕ
ｇ
ｈ
ｔ
ｎ
ｅ
ｓ
ｓ
を
重
視
す
る
か
ら
で
あ

る

。旧

約

聖

書

の

罪

の

概

念

は

、

他

の

多

く

の

宗

教

に

お

け

る

と

同

様

に

、

初

め
は
Ｔ
ａ
ｂ
ｏ
ｏ
の
概
念
か
ら
出
発
し
た
よ
う
で
あ
る
。
ま
た
、
他
の
部
族
宗
教

教

に

お

け

る

と

同

様

に

、

集

団

的

罪

が

個

人

的

罪

に

先

行

し

た

形

跡

が

あ

る

。

し

か

し

、

後

期

予

言

者

に

お

い

て

は

、

個

人

的

罪

責

の

意

識

が

生

れ

て

く

る

。

「
父
が
す
っ
ぱ
い
ぶ
ど
う
を
食
べ
た
の
で
、
子
ど
も
の
歯
が
う
く
」
と
は
言

わ

な

い

（

エ

レ

ミ

ヤ

書

三

一

・

二

九

）
。

『

罪

を

犯

す

魂

は

死

ぬ

。

子

は

父

の

悪

を

負

わ

な

い

」
　

（

エ

ゼ

キ

エ

ル

書

一

八

・

二

〇

）

と

あ

る

と

お

り

で

あ

る

。

隣

人

に

対

し

て

犯

し

た

罪

は

神

へ

の

罪

で

あ

る

と

い

う

三

角

形

的

意

識

構

造

は
旧
新
紅
聖
書
に
共
通
し
て
い
る
。
旧
約
聖
書
に
は
、
「
的
を
は
ず
す
」
「
失

敗
す
る
」
を
意
味
す
る
h
a
t
t
a
'
h
a
「
よ
こ
し
ま
」
を
意
味
す
る
　
ａ
w
ｏ
ｎ

「
反
逆
」
を
意
味
す
る
p
e
s
a
の
三
つ
の
罪
の
概
念
が
あ
る
が
、
そ
の
う
ち

p
e
ｓ
a
　
が
も
っ
と
も
尖
鋭
で
あ
る
。
こ
れ
は
人
格
神
の
概
念
に
対
応
す
る
も

の

で

あ

っ

て

、

ブ

ル

ン

ナ

ー

の

Ｄ

ｅ
ｒ

　
Ｍ

ｅ
ｎ

ｓ
ｃ

ｈ

　
i
m

　Ｗ

ｉ
ｄ
ｅ
ｒ
ｓ
ｐ

ｒ
ｕ

ｃ
ｈ

，
　
１
９
３
７

は
こ
の
角
度
か
ら
人
間
観
を
取
扱
っ
て
い
る
。

新

約

聖

書

で

罪

を

言

い

表

わ

す

の

に

も

っ

と

も

多

く

用

い

ら

れ

る

の

は

■
■
■
■
■
■
■
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
旧
約
聖
書
の
h
a
t
t
a
'
h
と
同
義
語
で
あ
る
。

そ
の
ほ
か
「
罪
過
」
と
訳
さ
れ
る
■
■
■
■
■
■
（
ロ
ー
マ
書
五
・
二
〇
、

一
一
・
一
二
）
、
「
律
法
違
反
」
を
意
味
す
る
■
■
■
■
■
■
■
■
■
（
ロ
ー
マ
書
二
・

二
三
、
ガ
ラ
テ
ヤ
書
三
・
一
九
）
、
「
不
法
」
を
意
味
す
る
■
■
■
■
■
（
マ
タ

イ
ニ
三
・
二
八
、
ロ
ー
マ
書
六
・
一
九
）
、
「
不
従
順
」
を
意
味
す
る
■
■
■
■

■
■
■
　
（
ロ
ー
マ
書
五
・
一
九
、
コ
リ
ン
ト
後
書
一
〇
・
六
）
な
ど
が
あ
る
。
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い
わ
ゆ
る
「
原
罪
」
の
思
想
の
聖
書
的
根
拠
は
ロ
ー
マ
書
五
・
一
二
に
あ

る
。
「
こ
の
よ
う
な
わ
け
で
、
ひ
と
り
の
人
に
よ
っ
て
、
罪
が
こ
の
世
に
は

い

り

、
ま

た

罪

に

よ

っ

て

死

が

は

い

っ

て

き

た

よ

う

に

、

こ

う

し

て

、

す

べ

て

の

人

が

罪

を

犯

し

た

の

で

、

死

が

全

人

類

に

は

い

り

込

ん

だ

の

で

あ

る

」
。

こ

の

文

脈

の

背

後

に

ぱ

旧

約

聖

書

以

来

の

「

連

帯

性

」

の

意

識

が

あ

る

こ

と

を

銘

記

し

て

置

く

べ
き

で

あ

ろ

う

。

ロ

ー

マ

ー
カ

ト

リ

ッ

ク

の

伝

統

に

お

い

て

は

、

原

罪

の

教

理

に

つ

い

て

の

論

争

が

繰

り

返

さ

れ

て

き

た

。

宗

教

改

革

者

た

ち

も

そ

れ

を

強

調

し

た

が

、

い

わ

ゆ

る

ニ

オ

ー
プ

ロ

テ

ス

タ

ン

チ

ズ

ム

に

お

い

て

は

重

要

視

さ

れ

て

い

な

い

。

「

弁

証

法

神

学

者

」

た

ち

に

よ

っ

て

再

び

取

り

上

げ

ら

れ

る

よ

う

に

な

っ

た

が

、

こ

こ

で

は

そ

の

う

ち

も

っ

と

も

納

得

の

ゆ

き

易

い

と

思

わ

れ

る

テ

ィ

ジ

ッ

ヒ

の

立

場

を

紹

介

し

て

置

こ

う

。

テ

ィ

リ

ッ

ヒ

に

よ

れ

ば

、

人

間

の

本

質

は

有

限

な

自

由

で

あ

る

。

有

限

な

自

由

と

し

て

の

人

間

の

本

質

は

そ

れ

自

体

と

し

て

は

悪

で

は

な

い

が

、

そ

の

自

由

の

有

限

性

の

ゆ

え

に

、

人

間

は

自

己

の

本

質

を

行

使

す

る

瞬

間

に

本

質

の

世

界

か

ら

実

存

の

世

界

へ

と

転

落

す

る

。

そ

れ

が

ア

ダ

ム

の

堕

罪

と

い

わ

れ
る
こ
と
の
実
態
で
あ
る
。
テ
ィ
ッ
ヒ
は
そ
れ
を
人
間
の
「
自
己
疎
外
」

（
ｓ
ｅ
ｌ
ｆ
-ｅ

ｓ
ｔｒ
ａ
ｎ
ｇ
ｅ
ｍ

ｅ
ｎ
ｔ
）
と

呼

ぶ

。

こ

の

人

間

の

「

自

己

疎

外

」

は

自

己

の

本

質

の

行

使

に

よ

っ

て

起

る

と

い

う

意

味

に

お

い

て

、

普

遍

的

構

造

性

を

も

っ

た

悲

劇

的

運

命

で

あ

る

が

、

そ

れ

が

自

己

の

自

由

の

行

使

の

結

果

で

あ

る

限

り

、

各

人

が

そ

れ

に

対

し

て

責

任

を

負

う

べ

き

事

態

な

の

で

あ

る

。

言

わ

ば

各

人

は

自

己

の

存

在

の

底

に

ア

ダ

ム

性

を

も

っ

て

い

る

の

で

あ

っ

て

、

そ

こ

か
ら
現
実
罪
（
ａ
ｃ
ｔ
ｕ
ａ
ｌ
　
ｓ
ｉ
ｎ
）
　
が
起
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。
仏
教
の
「
罪
業
」

１
　

１

り
’

丶

丶

と

い

う

概

念

に

近

接

し

て

い

る

と

思

わ

れ

る

。

従

来

一

般

に

受

け

入

れ

ら

れ

て
き
た
「
遺
伝
罪
」
（
ｈ
ｅ
ｒ
ｅ
ｄ
ｉ
ｔ
ａ
ｒ
ｙ
　
ｓ
ｉ
n
)
と
い
う
観
念
は
除
外
さ
れ
て
い
る
。

罪

を

人

間

の

「

自

己

疎

外

」

と

呼

ぶ

こ

と

は

ル

カ

に

よ

る

福

音

書

一

五

章

に

あ
る
「
放
蕩
息
子
」
の
譬
に
は
適
切
に
符
合
す
る
が
、
一
反
逆
の
意
味
は
稀
薄

に

な

る

。

こ

こ

に

存

在

論

的

神

学

と

人

絡

主

義

と

の

相

違

が

あ

る

。

五

罪
を
「
疎
外
」
（
Ｅ
ｓ
ｔ
ｒ
ａ
ｎ
ｇ
ｅ
ｍ
ｅ
ｎ
ｔ
）
と
し
て
規
定
し
た
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
と
は
　

救

い

を

「

和

解

」
　

（

Ｒ

ｅ

ｃ

ｏ

ｎ

ｃ

ｉ
ｌ
ｉ

ａ

ｔ

ｉｏ

ｎ

）
　

と

し

て

規

定

す

る

。

そ

れ

は

自

己

の

存

在

の

根

柢

と

し

て

の

神

と

の

再

結

合

で

あ

る

。

し

か

し

、

そ

れ

は

対

等

な

者

同

志

の

再

結

合

で

は

な

く

、

放

蕩

息

子

の

帰

還

で

あ

る

か

ら

、

罪

の

赦

し

を

前

提

と

し

て

い

る

。

だ

か

ら

「

和

解

」

に

は

「

に

も

。か

か

わ

ら

ず

」

（
i
n
 
s
p
i
t
e
)
と
い
う
要
素
が
含
ま
れ
て
い
る
。
「
義
認
」
（
J
u
s
t
i
f
i
c
a
t
i
o
n
）

の

教

理

は

こ

の

「

に

も

か

か

わ

ら

ず

」

「

受

け

入

れ

難

い

も

の

を

受

け

入

れ

る

(
ａ
ｃ
ｃ
ｅ
ｐ
ｔ
ａ
ｎ
ｃ
ｅ
　
ｏ
ｆ
　
ｔ
ｈ
ｅ
　
ｕ
ｎ
ａ
ｃ
ｃ
ｅ
ｐ
ｔ
ａ
ｂ
ｌ
ｅ
）
 
」
と
い
う
「
和
解
」
の
逆
説
的
側

面
を
表
現
し
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
疎
外
さ
れ
て
い
た
も
の
の
再
結
合
と
し

て

の

「

和

解

」

に

は

「

癒

す

」

と

い

う

意

味

が

あ

る

。

そ

れ

は

神

と

人

、

人

と

人

と

の

分

裂

、

人

間

の

自

己

分

裂

を

癒

す

の

で

あ

る

。
「

救

い

」

を

意

味

す

る
英
語
の
ｓ
ａ
ｌ
ｖ
ａ
ｔ
ｉ
ｏ
ｎ
　
が
　
”
ｈ
ｅ
ａ
ｌ
ｅ
ｄ
”
を
意
味
す
る
ｓ
ａ
ｌ
ｖ
ｕ
ｓ
を
語
根
と
し

て

い

る

の

も

故

な

し

と

し

な

い

。

仏

教

で

も

薬

師

如

来

の

出

現

が

見

ら

れ

る

。

バ

ル

ト

の

和

解

論

の

特

徴

は

、

神

が

ア

ブ

ラ

ハ

ム

と

の

間

に

立

て

た

も

う

た
、
全
人
類
句
運
命
に
か
か
わ
る
約
束
（
創
世
記
一
七
章
）
を
、
わ
れ
ら
に
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代
わ
っ
て
成
就
し
た
も
う
た
と
す
る
点
に
あ
る
の
で
あ
る
が
、
彼
は
更
に
進

ん
で
、
イ
エ
・
キ
リ
ス
ト
に
お
い
て
神
と
和
解
し
た
新
し
き
人
（
Ｄ
ｅ
ｒ

ｎ
ｅ
ｕ
ｅ
　
Ｍ
ｅ
ｎ
ｓ
ｃ
ｈ
）
　
に
お
い
て
は
、
罪
人
と
し
て
の
彼
の
存
在
は
過
ぎ
去
っ
た

も
の
で
あ
る
」
。
「
全
人
類
の
和
解
は
す
で
に
キ
リ
ス
ト
に
お
い
て
成
就
さ
れ

で
い
る
。
そ
の
点
に
関
す
る
限
り
、
『
キ
リ
ス
ト
者
と
非
キ
リ
ス
ト
者
と
の
間

に
な
ん
ら
の
相
違
は
な
い
」
と
言
う
。
こ
れ
ぼ
普
遍
的
救
済
論
と
呼
ば
れ
る

も
の
て
あ
る
が
、
わ
れ
わ
れ
の
宗
教
的
実
存
を
し
て
う
な
ず
か
し
め
る
も
の

が

あ

る

。

以

上

の

よ

う

な

管

見

に

よ

っ

て

も

バ

ル

ト

の

和

解

論

の

中

心

に

は

仲

保

者

と
し
て
の
キ
リ
ス
ト
が
立
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
と
こ
ろ
が
仏
凡
不
二

を

説

く

仏

教

て

は

仲

保

者

は

要

ら

な

い

と

さ

れ

る

。

し

か

し

、

キ

リ

ス

ト

者

の

目

を

も

っ

て

す

れ

ば

、

四

十

八

願

を

成

就

し

て

西

方

十

万

億

土

に

極

楽

浄

土

を

建

て

、

そ

こ

か

ら

「

群

萠

を

悲

引

」

し

て

お

ら

れ

る

方

便

法

身

と

し

て

の

阿

弥

陀

仏

は

何

と

な

く

仲

保

者

の

面

影

を

止

め

で

お

ら

れ

る

よ

う

に

見

え

る
。
一
般
的
に
言
っ
て
、
宗
教
は
究
極
的
実
在
と
凡
夫
と
の
間
に
、
断
絶
と

言

わ

な

い

ま

で

も

距

離

を

置

く

。

し

た

が

っ

て

そ

れ

を

媒

介

す

る

も

の

と

し

て

の

祭

司

が

必

要

に

な

っ

て

く

る

。

神

道

に

お

け

る

祭

司

は

仲

保

者

の

役

割

を
も
っ
て
い
る
て
あ
ろ
う
。

仏
教
は
煩
悩
眼
菩
と
転
ず
る
か
ら
仲
保
者
は
要
ら
な
い
。
こ
れ
は
ル
タ

ー
が
信
仰
義
認
を
説
く
に
あ
た
っ
て
「
義
人
に
し
て
同
時
に
罪
人
」
（
ｓ
i
m
ｕ
ｌ

j
ｕ
ｓ
ｔ
ｕ
ｓ
　
ｅ
ｔ
　
ｐ
ｅ
ｃ
ｃ
ａ
ｔ
o
ｒ
）
と
い
う
表
現
を
用
い
た
の
に
酷
似
し
て
い
る
。
そ
こ

に
は
ニ
コ
ラ
ス
・
ク
ザ
ー
ヌ
ス
　
（
Ｎ
ｉ
ｃ
ｏ
ｌ
ａ
ｕ
ｓ
　
Ｃ
ｕ
ｓ
ａ
ｎ
ｕ
ｓ
,
　
１
４
０
１
-
６
４
）
の

用
い
た
c
o
i
b
c
ｉ
ｄ
ｅ
ｎ
ｔ
ｉ
ａ
　
ｏ
ｐ
ｐ
ｏ
ｓ
ｉ
ｔ
ｏ
ｒ
ｕ
m
　
の
論
理
が
見
ら
れ
る
。
但
し
そ
こ

に

は

重

要

な

相

違

が
残

さ

れ

て

い

る

。
仏

教

で

は
凡

夫

が
転

じ

で

仏

に

な

る

の
で
あ
る
が
、
キ
リ
ス
ト
教
に
お
い
で
は
、
和
解
に
よ
っ
て
も
人
が
神
に
な

る
と

は
言

わ

な

い

。
和

解

に

よ

っ
て

神

と

人

と

の

本

来

的
関

係

が
回

復

き

れ

「
生

き

て

い

る

の

は
、

も

は
や

わ
た

し

で

は

な

い

。

キ

リ

ス
ト

が
、

わ

た

し

の

う

ち

に

生

き

て

お

ら

れ

る

の
て

あ

る
」
（
ガ

ラ

テ

ヤ

書

二

・
二

〇

）

と

い

’
う
新
し
い
生
の
躍
動
が
始
ま
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
こ
と
は
神
秘
主

義

に

お
け

る
如

く
、

人
間

の

主
体

性

が
埋

没

し

て

し

ま

う

こ

と

を
意

味

す

る

の

で

は

な

い

。

却

っ

て

人
間

が
自

己

中

心

性

、

閉

鎖

性

か

ら
解

放

さ
れ

、

自

己
の

存

在

の

底

を

つ
き

ぬ

け

て

、
自

己

の
存

在

の

根

柢

と

し
て

の
神

に

中

心

を
も
つ
真
の
人
格
的
主
体
と
な
り
(
真
の
自
由
人
と
な
る
の
で
あ
る
。
「
自
由

を
得

さ

せ

る

た

め

に

、

キ

リ

ス
ト

は
わ

た
し

た

ち

を

解

放

し

て
下

さ

っ
た

の

で

あ

る

。

だ

か

ら

、
堅

く

立

っ
て

、
二

度

と
奴

隷

の

く

び

き

に

つ

な

が
れ

て

は

な
ら
な
い
」
（
ガ
ラ
テ
ヤ
書
五
・
一
）
と
あ
る
と
お
り
で
あ
る
。

六

す

で

に
与

え

ら

れ

た

紙
数

を
遙

か
に

越

え

て

い

る

が

、

キ

リ

ス
ト

教

人

間

観

を

語

る
場

合

、
死

と
死

後

の

問
題

に
触

れ

な

い

わ

け

に

は
ゆ

か
な

い

。

古

代

イ

ス

ラ

エ

ル

の
死

に

つ

い

て

の
考

え

方

は

、

神

道

の

そ
れ

に
類

似

し

て

い

て
、
長
寿
は
神
の
祝
福
で
あ
り
、
夭
折
は
そ
れ
の
反
対
で
あ
る
と
考
え
ら
九

で
い
た
よ
う
で
あ
る
。
死
が
道
徳
観
念
と
結
び
つ
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た

の
は
比
較
的
新
し
い
こ
と
で
、
紀
元
前
三
〇
〇
年
頃
の
も
の
と
さ
れ
る
箴
言

'･i
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一

一

・

一

九

に

は

「

正

義

を

堅

く

保

つ

者

は

命

に

至

り

、

悪

を

追

い

求

め

る

者

は

死

を

招

く

」

と

あ

る

。

罪

と

死

と

を

明

確

に

結

び

つ

け

た

の

は

使

徒

パ

ク

ロ

で

あ

っ

て

、

ロ

ー

マ

書

六

・

二

三

に

は

「

罪

の

支

払

う

報

酬

は

死

で

あ

る

」

と

言

う

。

し

か

し

、

死

は

最

後

の

も

の

で

は

な

い

。

キ

リ

ス

ト

の

再

臨

と
と
も
に
す
べ
て
の
死
者
は
復
活
し
（
ロ
ー
マ
書
一
丁
五
―
一
三
、
コ
リ
ン

ト
後
書
五
・
一
〇
）
、
信
ず
る
者
は
永
遠
の
生
命
に
、
信
じ
な
い
者
は
「
「
第

二
の
死
」
（
黙
示
録
二
・
一
一
、
二
〇
・
六
）
に
渡
さ
れ
る
。
第
一
の
死
か

ら

復

活

に

至

る

ま

で

の

死

者

の

運

命

に

つ

い

て

は

、

必

ず

し

も

明

瞭

に

教

え

ら

れ

て

い

な

い

。

死

後

た

だ

ち

に

天

国

に

行

く

よ

う

に

示

さ

れ

て

い

る

箇

所

（

ヨ

ハ

ネ

ー

四

・

一

一

三

、

コ

リ

ン

ト

後

書

五

・

一

一

四

）

も

あ

り

、

他

の

と

こ

ろ

で

は

た

だ

「

眠

る

」

と

い

う

表

現

が

用

い

ら

れ

て

い

る

。

（

テ

サ

ロ

ニ

ケ

前

書

四

・

一

三

、

コ

リ

ン

ト

前

書

一

五

・

六

、

一

八

、

二

〇

、

五

一

）

パ

ウ

ロ

に

お

い

て

は

キ

リ

ス

ト

の

死

と

わ

れ

わ

れ

の

運

命

と

が

密

接

に

結

び

つ

け

ら

れ

て

い

る

。

す

な

わ

ち

、

キ

リ

ス

ト

は

わ

れ

わ

れ

の

罪

の

た

め

に

死

に

（

コ

タ

ン

ト

後

書

五

・

ニ

ニ

ロ

ー

マ

書

八

・

三

、

ガ

ラ

テ

ヤ

書

三

・

一

三

）

、

わ

れ

わ

れ

が

義

と

せ

ら

れ

ん

が

た

め

に

甦

え

ら

せ

ら

れ

た

。

（

ロ

ー

マ

書

四

・

二

五

）

キ

リ

ス

ト

者

は

信

仰

に

よ

っ

て

キ

リ

ス

ト

の

死

に

合

わ

さ

れ

る

こ

と

に

よ

り

、

キ

リ

ス

ト

と

と

も

に

復

活

の

生

命

に

与

る

者

と

な

る

。

（

ロ

ー

マ

書

六

・

三

―

一

〇

）

モ

こ

に

死

の

問

題

の

解

決

が

あ

る

と

す

る

の

で

あ

る

。

な

お

実

存

的

な

問

い

と

し

て

は

、

神

の

国

に

お

い

て

は

、

生

前

に

お

け

る

各

人

の

ア

イ

デ

ン

テ

ィ

テ

ィ

は

ど

う

な

る

の

か

と

い

う

問

題

が

あ

る

。

そ

れ

に

つ
い

て

は

コ

リ

ン

ト

前

書

一

五

・
五

〇

に

は
・「

肉

と

血

と

は
神

の
国

を
継

ぐ

こ

と

が
で

き

な

い

」

と

あ

っ

て

、

は

っ
き

り

し

た
断

絶

が
語

ら

れ
て

い

る

が
、

そ

の
少

し

前

の

と

こ

ろ

で

は

「
朽

ち

る

も

の
で

ま

か

れ

、
朽

ち

な

い
も

の
に

よ
み

が
え

り

」
（
四

二

節

）
「

肉

の

か

ら

だ
で

ま
か

れ

、
霊

の

か
ら

だ
で

よ

み

が
え

る
」
（
四

四

節

）
と

あ

っ
て

、
連

続

の

契
機

が
語

ら

れ

て

い

る

。
い

わ

ば

非

連

続

の
連

続

と

い
う

こ

と
で

あ

ろ

う

か

。

そ

れ
に

対

す

る

仏

教

的

ア

ナ

ロ
ジ
ー
は
曇
■
の
往
生
論
註
の
中
に
あ
っ
て
、
そ
こ
で
は
「
穢
土
の
仮
名
人
、

浄
土

の

仮

名

人

、
決

定
し

て

Ｉ
な

る

を
得

ず

、
決

定

し
て

異

な

る
を

得

ず

…

…

若
し
一
な
ら
ば
則
ち
因
果
無
け
ん
、
若
し
異
な
ら
ば
則
ち
相
続
に
非
ず
」
と

あ

っ
て

興

味

深

い

。

但

し
大

乗

仏

教

で

は
空

と

い

う
ど

と

が
大

前

提

に

な

っ

て

い

る
か

ら

、
浄

土

に

往
生

し

た
衆

生

も

仮

名

人

で

あ
り

、
阿

弥

陀

仏

さ

え

も

仮

名

人

と

呼

ば

れ

て

い

る

。

そ

れ

に

対
し

て

キ
リ

ス

ト

で

は
、

地

上

に

お

け

る
肉

体

を

も

っ
た

人

間

と

天

上

に

お

い

て
霊

の
か

ら

だ

に

よ

み

が

え

っ

た

人
間

と

の
間

に

は

ｐ
ｅ
ｒ
ｓ
ｏ
ｎ
ａ
ｌ
　
ｉ
ｄ
ｅ
ｎ
ｔ
ｉｔｙ

が
あ

る
と

考

え

ら

れ
て

い

る

。
現

代

神

学

に

お

い
て

は
、

テ

ィ
リ

ッ
ヒ

が
、

神

の
国

を
万

物

の

浄

化

、

統

一

、

成

就

と

考
え

る
立

場

か

ら
、
「
存

在

の
究

極

的

成

就

に

お

い
て

は

、
肉

体

の

成

就
が
排
除
さ
れ
な
い
の
と
同
様
に
、
自
意
識
の
成
就
も
排
除
さ
れ
な
い
」
と

言

っ
て

い

る

。

最

後

に
付

言

し

て
置

き

た

い

こ

と

は

、
元

来

キ
リ

ス

ト
教

の
救

済

論

は

万

物
の
更
新
（
■
■
■
■
■
■
■
■
）
（
使
徒
行
伝
三
・
ニ
一
）
お
よ
び
統

一
、
成
就
（
■
■
■
■
■
■
■
■
）
　
と
い
う

こ
と
が
主
軸
に
な
っ
て
い
て
、
人
間
も
自
然
も
歴
史
も
そ
れ
に
参
与
す
る
と

-'･.1
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と
に
よ
っ
て
敘
わ
れ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
を
c
ｏ
ｓ
ｍ
ｏ
ｌ
ｏ
ｇ
ｉ
ｃ
ａ
ｌ

ｓ

ａ

ｌｖ

ａ

ｔ

ｉ
ｏ

ｎ

と

呼

ぷ

。

仏

教

で

は

元

来

「

人

境

不

二

」

と

考

え

ら

れ

、

人

間

と
自
然
と
を
区
別
し
な
い
。
「
尽
十
方
一
顆
明
珠
」
と
あ
る
よ
う
に
、
覚
め

た
眼
に
一
切
が
統
一
さ
れ
透
徹
し
て
映
る
の
で
あ
ろ
う
。
但
し
キ
リ
ス
ト

教
の
救
い
は
歴
史
的
過
程
の
Ｔ
ｅ
ｌ
ｏ
ｓ
と
考
え
ら
れ
て
い
る
が
、
仏
教
の
さ
と

り
は
今
こ
こ
を
離
れ
な
い
。
こ
こ
に
も
仏
教
が
Ｉ
ｓ
ｎ
ｅ
ｓ
ｓ
に
重
点
を
置
く
宗

教
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
キ
リ
ス
ト
教
が
ｏ
ｕ
ｇ
ｈ
ｔ
ｎ
ｅ
ｓ
ｓ
重
点
を
置
く
宗

教
で
あ
る
と
い
う
相
違
が
顕
著
に
表
わ
れ
て
い
る
。

（
１
)
　
Ｋ
ａ
ｒ
ｌ
　
Ｂ
ａ
ｒ
ｔ
ｈ

，

Ｔ

ｈ

ｅ

　
H

ｕ

ｍ

ａ

ｎ

ｉ
ｔｙ

　
ｏ
ｆ

　
Ｇ

ｏ

ｄ

，
　
ｐ

．
　４

５

，

（

２

）

Ｉ
ｂ

ｉ
ｄ

．
，
　
ｐ

．
　１

１

．

（

３

）

　

Ｉ
ｂ

ｉ
ｄ

．
，
　
ｐ

．
　５

０

．

（
４
）
　
こ
の
創
世
記
一
‥
二
六
の
記
事
は
紀
元
前
五
世
紀
頃
に
出
来
た
Ｐ
資
料
に
属

す

る

。

（

５

）

こ

れ

は

Ｐ

資

料

を

溯

る

こ

と

五

世

紀

紀

元

前

八

五

〇

年

頃

に

出

来

た

Ｊ

資

料

に

属

す

る

も

の

と

さ

れ

る

。

（
６
）
P
a
u
l
　
T
ｉ
ｉ
ｌ
ｌ
ｉ
ｃ
ｈ

，
　
Ｓ

ｙ

ｓ

ｔ
ｈ

ｅ
ｒ
ｎ
ａ

ｔ

ｉｃ

　
Ｔ

ｈ
ｅ

ｏ

ｌ
ｏ

ｇ

ｙ

，
　
ｖ

ｏ

ｌ
．

　
Ｉ

，
　
ｐ

．
　２

４
５

．

（

７

）
　

Ｋ

ａ
ｒ

ｌ
　
Ｂ

ａ
ｒ

ｔ
ｈ

，
　
Ｋ

ｉ
ｒ

ｃ

ｈ
ｌ

ｉｃ

ｈ

ｅ

　
Ｄ

ｏ
ｇ

ｍ

ａ

ｔ
ｉ
ｋ

，
　
１
／
１

，
　

Ｓ

．
　２

０
８

．

（

８

）
　

滝

沢

克

己

著

、

仏

教

と

キ

リ

ス

ト

教

、

ｐ

．
　
２
２

．

（

９

）

　

Ｐ

ａ
ｕ

ｌ
　
Ｔ

ｉ
ｌ
ｌ
ｉｃ

ｈ

，
　

Ｃ
ｏ

ｕ

ｒ

ａ

ｇ

ｅ

　
ｔ
ｏ

　
ｂ
ｅ

，
　
ｐ

．
　
１
９

０

．

（

1
0
）
詳
細
に
つ
い
て
は
　
Ｈ
ａ
ｎ
ｓ
　
"
Ｗ
ａ
ｌ
ｔ
ｅ
ｒ
　
Ｗ
ｏ
ｌ
ｆ
ｆ

，

Ａ

ｎ

ｔ
ｈ

ｒ
ｏ

ｐ

ｏ

ｌ
ｏ
ｇ

ｙ

　
ｏ

ｆ

　
Ｔ

ｈ
ｅ

Ｏ

ｌ
ｄ

　
ｔ

ｅ
ｓ
ｔ
ａ

ｍ

ｅ

ｎ

ｔ
，

　
ｔ
ｒ

．
　
ｂ
ｙ

　
Ｍ

ａ
ｒ
ｇ

ａ
ｒ

ｅ

ｔ
　
Ｋ

ｏ

ｈ

ｌ
，

　
１
９

７

４

，

を

参

照

。

（

1
1
）
　

サ

ム

エ

ル

記
　

上
　

一

四

・

二

四

参

照

。

（

1 2

）
　

ヨ

シ

ュ

ア

記
　

七

章

参

照

。

（

1 3
）
例
え
ば
詩
篇
五
一
・
四
、
マ
タ
イ
一
五
・
四
五
。

1 4

）

　

Ｐ

ａ
ｕ

ｌ
　
Ｔ

ｉ
ｌ
ｌ
ｉ
ｃ

ｈ

，
　
Ｓ
ｙ

ｓ
ｔ
ｅ

ｍ

ａ

ｔ

ｉｃ

　
Ｔ

ｈ
ｅ
ｏ

ｌ
ｏ
ｇ

ｙ

，
　
ｖ

ｏ

ｌ

．
　
Ｉ
Ｉ

，
　
ｐ

．
　
３
１

．

（
1
5
）
I
b
i
d
.
p
3
0

（
1
6

）

　

Ｉ
ｂ

ｉ
ｄ

．
，
　
ｐ

．
　４
８

．

（
1
7

）

Ｉ
ｂ

ｉ
ｄ

．
，
　
ｐ

． １

７
８

．

(
1
8
)
Ｉ
ｂ
ｉ
ｄ

．
，
　
ｐ

，  １

６
６

．

（
1
9

）
　

Ｋ

ｉｒ

ｃ

ｈ

ｌ
ｉｃ

ｈ

ｅ

　
Ｄ

ｏ
ｇ

ｍ

ａ

ｔ
ｉ
ｋ

，
　
Ｉ
Ｖ

／

Ｓ
.

　
１
０

０
.

(
2
0
）
　
Ｉ
ｂ
ｉ
ｄ
.

，

Ｓ

．
９

７

．

（
2
1
）
Ｐ
ａ
ｕ
ｌ
　
Ｔ
ｉ
ｌ
ｌ
ｉ
ｃ
ｈ

，

Ｓ
ｙ
ｓ
ｔ
ｅ
ｍ
ａ
ｔ
ｉ
ｃ
　
Ｔ
ｈ
ｅ
ｏ
ｌ
ｏ
ｇ
ｙ

，
　
ｖ
ｏ
ｌ
．
　
Ｉ
Ⅱ
,
　
ｐ
.
　
４
１
４
.

（
ど
い
・
ま
さ
と
し
、
キ
リ
ス
ト
教
組
織
神
学
、
同
志
社
大
学
教
授
）

も

ｓ-

1４

ｊ

ｌ
　

ｌ
ｊ
ｌ
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