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人

問
は、

他
な
る

者
と
の

人

格
的
な

交
わ

り
と

し

て

の

「

対
話
」

に

お

い

て

存

在
し、

そ

こ

に

人

間

性
に

基
づ

く
人

問

学
ぽ
ロ

目

聟・

　
o一
〇

臓

ざ

出
皿

Bp
昌
o
一

〇
ゆq
貯

が

成
立

す
る

。

対
話
は

、

対
話
的

原
理

岳
鋤・一
〇
αqo

ω

よ

り

成
り

立
つ

。

こ

の

原
理

は、

相
互
に

分
か

ち

合
う

真
理
で

あ

り
、

　
関
係
概

念
か

ら

出
発
す
る
人

間
存
在
の

ロ

ゴ

ス

で

あ
る

。

「

我
−

汝
」

の

対
話
的

関
係
性
は

両
者
の

人
格
的
な

共
鳴
を

持
つ

「

対
」

概
念
で

あ
る

が、

　
こ

こ

に

は

逆
説
と

創
造
の

契

機
が

存
在
す
る

。

さ

ら

に

ま
た

、

対
話
的
倫
理
は

宗

教
的
人
間

学
と

し

て

の

展

開
可

能
性
を
有
し

て

い

る
。

こ

の

人

間
学

　
に

お

い

て

は
、

宗
教
は
対
話
と
い

う
回
路
を

発
見
し

て

倫
理
に

目
覚
め
、

倫
理
は

そ

の

本
質

的
意

義
た

る

対
話
を
通
じ

て

宗
教
に

至
る

。

倫
理

的

∴
爪

　
　

ヒュ
　

マ

ノ

ロ

ジ

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

ア

ン

ソ

ロ

ポ

ロ
ジ

　

　
教

的
人

間

学
は、

こ

の

対

話
的
原
理
に

よ
り

従
来
の

人

間

学
を
踏
み

越
え

た

逆
説
的
・

創
造
的
人

間
理
解
を
も
た

ら
す
も
の

で

あ

る
。

　
　
　
　

　
　
　
　

　
　
　
　
　

　
　
　
　

　
　
　
　
ヒ

ュ
ヒ

マ

ノ

ロ

ジ

　

〈
キ
ー

ワ

ー

ド
〉

　
対
話、

逆
説
と

創
造、

「

対
」

の

思

想
、

人

間

学、

ブ

ー
バ

ー
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は

じ

め

に

倫
理
と

は
、

人
間
と

し

て

生
き

る

／

行
動
す
る

筋
道
の

こ

と

で

あ
る

。

倫
理
の

探
求
を

私
自

身
の

主

体
性
に

定
位
し
て

行
わ

な

け
れ

ば
、

そ

れ

は

単
に

第
三

人

称
的
問
題
提
起
に

と

ど

ま
っ

て

し

ま
う

。

そ
こ

で

は
、

人

間
は

ど
こ

ま
で

も
「

一

事
例
」

に

す
ぎ

ず、

ど

ん

（409）

な

に

人

間
の

生
き

方
が

問
わ

れ

た

と

し

て

も
、

し

ょ

せ

ん

実
存
的
主
体
と

な

る

こ

と

を

停
止

し

た
「

他
人
事
」

に

な
っ

て

し

ま

う

の

で

　

　
　
　
　

　
　
　
　
　

　
　
　
　

　
　
　
　

　
　
　
　

　
　
　
　

　
　
　
　

　
　
　
　
　

　
　
　
　

　
　
　
　

　
　
　
　

　
　
　
　

　
　
　
　

　
嫐

あ
る

。

こ

れ

に

対
し

て
、

探
求
を

「

我
」

と

し

て

の

私
か

ら

始
め

、

さ

ら

に

そ

の

「

我
」

と

関
わ
る

人

間
を

「

汝
」

と
い

う

第
二

人

称
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的
存
在
と

し
て

定
位
し
、

両
者
の

関
係

性
か

ら

人
間
存

在
を

探
求
す
る

の

な

ら

ば
、

対

話
的
原

理
に

基
づ

く
倫
理
学
を

形
成
す
る

こ

と

　

　
ハ
↓

に

な

る
。

そ

し

て
、

こ

れ

こ

そ

倫
理

学
に

相
応
し
い

問
題
の

立
て

方
に

な
る

だ

ろ

う
。

　

宗
教
も

ま

た

人

聞
の

営
み

で

あ
る

。

ど

ん

な

宗
教
に

お

い

て

も
、

人

間
と

し

て

生
き

る

／
行
動
す
る

筋
道
が

説
か

れ

て

い

る

わ

け
だ

か

ら
、

宗
教
に

は

必

ず
倫
理
が

含
ま

れ
る

と

言
っ

て

よ

い
。

そ

う
で

な

け
れ

ば
、

信
仰
者
は
こ

の

世
で

生

き
、

行
動

す

る

指
針
を

自
ら

の

宗
教
の

中
に

見
出
し

得
な

く
な
る

か

ら

で

あ
る

。

人
間
存

在
は

、

他
者
（

他
な

る

者）

と

の

人
格
的
な

交
わ

り

と

し
て

の

「

対
話
」

に

お

い

て

あ

り
、

そ

こ

に

対
話

的
倫
理

は

宗
教

的
人

間
学
と

し
て

の

展

開
を

持
つ

こ

と

に

な
る

。

本
稿
は
、

こ

の

対

話
的
倫
理
を

宗
教

的
人
間

学
の

次
元
で

展
開
し

た

と

き

に

見
え

て

く

る
、

人
間
に

お

け

る

逆
説

的
要

素
と

そ

こ

か

ら

す

る

創

造
的

展
開
に

つ

い

て

の

構
造

を

提
示
す

る
こ

と

を

め

ざ
す

。

一

　
「

対
」

の

思
想
と

し

て

の

対
話

　

対
話
は

他
者
と

の

人
格
的
な

交
わ

り
に

お

い

て

成
立
す

る
。

自
他
の

関
係
が

対
等
で

対
称
的
な

関
係
に

あ
る

こ

と

を

前
提
に

し

た
、

言
語
的
コ

ミ
ュ

ニ

ケ

ー

シ

ョ

ン

と

し

て

の

対
話
は
、

現
実
に

は

そ

う
多
く
あ

る

わ

け
で

は

な
い

。

対
話
が

行
わ

れ

る

と

言
っ

て

も
、

必

ず
し

も

互
い

の

言

葉
が

噛
み

合
っ

て

い

る

わ

け

で

は

な

く
、

ま

し

て

双

方
で

当
意
即
妙
な

応
答
を
や

り
取
り

す
る

よ

う

な

「

言
葉
の

キ

ャ

ッ

チ

ボ

ー

ル
」

は

稀
で

あ
る

。

ソ

ク

ラ

テ
ス

の

時
代
の

ア

テ

ナ

イ

市
民
の

よ

う

に
、

お

互
い

に

顔
見
知

り

で

気
心
が

知
れ
て

い

る

場

合、

出
会
っ

た

と
こ

ろ

か

ら

す
ぐ
に

問
答
が

始
ま

る

が
、

現

代
で

は

そ

の

よ

う
に

は
い

か

な
い

。

そ

し

て

対
話
は

な
に

も
、

そ

の

よ

う

な

問
答
の

形
を

取
ら

な

く
て

も

よ

い
。

対
話
に

お

い

て

言
葉
は

噛
み

合
わ
ず

、

い

つ

ま

で

も

反
応
ら

し
い

反

応
が

返
っ

て

こ

な
い

こ

と

も

あ

り
う
る

し
、

む

し

ろ

こ

ち

ら

の

ほ

う
が

多
い

の

で

あ
る

。
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対話的倫理の 宗教的人間学的展望

　

し

か

し
、

対
話
と

は

単
な

る

意
思
の

伝
達
交
流
と

い

う

意
味
で

の

コ

ミ
ュ

ニ

ケ

ー
シ

ョ

ン

に

尽
き

る

も
の

で

は

な

く、

実
は

そ

れ

自

体
が
一

つ

の

思

想
性
に

立

脚
し

た

も
の

で

あ

る
。

対
話
の

思

想
と

は
、

自
他
の

関
係
性
の

文
脈
に

基
づ

い

た

「

対
」

の

思
想
で

あ

る
。

そ

れ

ゆ

え
、

通

常
の

意
味
で

の

対
話
の

形
式
に

こ

だ

わ

る

必
要
は

な
い

。

対
話
と

い

う

形
を

取
っ

た

独

語
も
あ

り、

独
語
と

し
て

語
ら

れ

る

が

内
容

的
に

は

対
話

的
な

も

の

も

存
在
す
る

。

対
話
は

単
独
概
念
で

は

な
く

、

そ

れ

自
体
が

関
係

概
念
で

あ
る

。

ブ

ー
バ

ー

は
こ

の

関
係
概

念
の

こ

と

を

「

根

源
語

O
讐
巳
妻

自
こ

と

呼
ん

だ
。

こ

の

根
源

語
は

「

我

　
汝
」

「

我
　
そ

れ
」

と

い

う
二

種
類
か

ら

な

る

が
、

対
話
が

成
立

す
る

の

は

「

我
ー

汝
」

の

関
係
で

あ
る

。

　
「

我

−
汝
」

関
係
と

言
う
と
、

言

葉
と
い

う

媒
介
を

通
じ

て

行
わ

れ

る

人
間

同
士
の

交
わ
り
に

お

け

る

生
を

ま

ず
思
い

浮
か

べ

る

が
、

こ

の

関
係
は

そ

れ

に

尽
き

る

も
の

で

は

な

い
。

言
語
の

手
前
の

と
こ

ろ

で

と

ど

ま

る
、

自
然
と

の

交
わ
り
に

お

け

る

生

が

あ
り

、

さ

ら

　
　

　

　
　

　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　

　
　

　

　
　

　
（
2）

に

言
語
は

語
ら

れ

な
い

が

言
語
を
生
み

出
し

て
い

く
、

精
神

的
存
在
と

の

交
わ

り

に

お

け

る

生
も

存
在
す
る

。

こ

れ

ら
三

種
類
の

生
に

お

い

て

は
、

自
然
と

の

交
わ
り
に

お

け
る

生
は

ま

だ

薄
明
の

中
に

あ
り
、

「

汝
」

に

呼
び
か

け

て

も

言
語
的

関
係
性
は
い

ま

だ

成
立

し

な
い

。

人

間
と

の

交
わ

り

に

お

い

て
、

は

じ

め
て

関
係
は

明
瞭
に

な
り

、

相
互
に

「

汝
」

を
与
え

た

り

受
け

取
っ

た

り

す

る
こ

と

が

で

き

る
。

と
こ

ろ

が
、

精
神
的
存
在
と

の

交

わ

り

に

な

る

と
、

関
係
は

ふ

た

た

び

雲
の

中
に

蔽
わ

れ

て

し

ま

う
。

そ

こ

で

は
、

「

汝
」

は

知

覚
し
な
い

け

れ

ど

も
、

彼
方
か

ら

呼
び
か

け
ら

れ

る

の

を

感
じ

、

ま

た

白
ら

「

汝
」

と

は

発
す

る
こ

と

が

で

き

な

い

も
の

の
、

こ

ち

ら
の

全
存

在
を

も
っ

て

根

源
語
が

語
ら
れ

る
。

た

だ
し

、

言
葉
を

介
し

た

人

と

人
と

の

関
係
が

、

前

言
語
的
な

自
然
と

の

関
係
や

、

超

言
語
的
な

神
仏
と

の

関
係
に

お

い

て

の

手
が

か

り
と

な

る

の

は
、

確
か

で

あ

る
。

　
そ

の

場

合
も
、

た

だ

同

時
代
人
と

の

交
流
や

合
意
や

社
会

関
係
の

レ

ベ

ル

で

対
話
を

考
え

る

べ

き

で

は

な
い

。

人

間
の

関
係
性
の

中

に

は

死
者
や
未

来
の

人
間
と

の

関
係
も
ま

た

含
ま

れ
る

。

死

者
と

は

も

う
こ

の

世
に

い

な
い

人
で

あ
り

、

未
来
の

人

間
と

は

ま
だ

存
在

123 （411）
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し
て

い

な
い

人
で

あ
る

。

ど

ち

ら

も

同
時
代
に

お

い

て

は

不
在
で

あ
る

。

不

在
の

他
者
と

し

て

は
、

相
対
的
他
者
と

絶
対
的
他
者
が

あ

る
。

前
者
に

は

名
前
を

持
っ

た

個

性
あ
る

存
在
と

し

て

の

死
者
と

、

名
前
を
持
た

ず
い

ま

だ

個
性
を

有
し

な
い

未
生

の

者
が
い

る
。

後

者
に

は

神
仏
の

よ

う

な
超

越
的
存

在
が

あ
る

。

私
は

「

対
」

の

相

手
と

し

て

彼
ら

と

向
き

合
う

。

こ

の

よ

う
に

、

対
話
的
関
係
は

多
く

　
　

　

　
　

　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

？）

の

場
合

、

対

称
的
と
い

う
よ

り

も
、

む
し

ろ

非
対
称
的
関

係
に

あ
る

。

　

対
話
が

「

対
」

の

思
想
で

あ

る

に

し
て

も
、

「

我
」

か

ら

他

者
に

向
け

て

出

発
す

る

限
り

、

主

体
的
な

出
発
点
は
ど

こ

ま

で

も

「

我
」

で

あ

る
。

対
話
に

お

い

て

は

同
格
に

呼
び

合
う

対
称
的
関
係
を

想
定
し

が
ち

で

あ

る

が
、

相
手
か

ら

何
ら

か

の

反
応
が

あ
る
か

ら

対
称

的
と

い

う

わ
け

で

も

あ
る

ま
い

。

「

我
」

は

「

我
」

で

あ
っ

て
、

決
し

て

「

汝
」

と

は

な

り

得
な

い

か

ぎ

り
、

ど

ん

な

対
話
で

も

非
対

称
的
関
係
で

あ
る

と

言
え

る

か

ら

で

あ
る

。

か

く
し

て

「

他
我
」

認

識
の

ア

ポ

リ

ア

に

陥
ら

な

い

た
め

に

も
、

「

対
」

の

思
想
と

し

て

の

対
話
が

要
請
さ

れ

る

の

で

あ
る

。

他
者
が

「

汝
」

と

し

て

明
瞭
に

現
わ
れ

る

場

合
も

あ
れ
ば

、

一

見
と

て

も

「

汝
」

と
し

て

対
峙
で

き

な

い

よ

う
な

、

超

絶
し

た

姿
で

立
ち

現
わ

れ

る

こ

と

も

あ

る

だ

ろ

う
。

し

か

し
、

そ

う
い

う
時
で

あ
っ

て

も
、

「

対
」

の

思
想
に

立

つ

こ

と

に

よ

り
、

私
は

自
ら

の

相
手
に

歩
み

寄
っ

て
、

「

我

−
汝
」

の

か

け

橋
を

渡
す

こ

と

が

で

き

る
。

「

我
−

汝
」

の

関
係
の

中
で

「

汝
」

と

し

て

呼
び
か

け

た

と

き
、

他
者
は

「

我
」

に

と
っ

て

「

汝
」

と

な

る

の

で

あ
る

。

他
者
は

「

汝
」

と

し

て

対
話
の

相
手
で

あ

る

が
、

倫
理
の

主

体
的
担
い

手
は

ど

こ

ま

で

も

「

我
」

と

し

て

の

私
で

あ
る

。

そ

し

て

両
者
を

媒
介
す

る

の

が
、

「

対
」

の

思
想
と

し

て

の

対
話
的
原
理

な

の

で

あ
る

。

　

他
者
を

「

対
」

の

思
想
の

下
に

捉
え

な
い

か

ぎ
り
、

他
者
は
い

つ

ま

で

も

他
な

る

者
で

あ
り

、

第
三

人

称
的
言
辞
を

弄
し

て

い

る

に

過
ぎ
な
い

。

そ

れ

は

人
間
を

世
界
の

中
に

数
あ
る

対
象
の
】

つ

と

見
な

す
見
方
で

あ

る
。

人
間
が

質
的
存
在
た

る

人

格
で

あ
る

に

も

か

か

わ

ら

ず
、

い

か

に

比

較
計
量

可
能
な

形
に

さ

れ

て

処
遇
の

対
象
に

な
っ

て

い

る

か

は
、

我
々

が

人

間
を

”

取
り

扱
う
”

と

き

の

呼
称
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に

端
的
に

現

わ

れ
て

い

る
。

例
え

ば

教
育
に

お

い

て

は

育
成
す
べ

き

「

人

材
」

と

い

う

名
で
一

種
の

加
工

材
に

、

福
祉
に

お

い

て

は

有

用
な

「

マ

ン

パ

ワ

ー
」

と

い

う
文

字
通
り
の

人

力
に

、

カ

ウ

ン

セ

リ
ン

グ
で

は

分
類
可
能
な

「

ケ

ー

ス
」

と
い

う
個
別
処
遇
の

事
案
に

と

さ

れ
て

い

る

よ

う
に

。

け

れ

ど

も
、

「

対
」

の

思
想
の

下
に

捉
え

る

な

ら

ば
、

「

我
」

と

「

汝
」

は

ど

ん

な
に

非
対
称
的
な

関
係
に

あ

る

に

せ

よ
、

そ
こ

に

は

人

格
的
反

響
を

見
出
す
こ

と

が

で

き

る
。

「

汝
」

か

ら

の

反
響
を

感
じ

取
り、

「

我
」

と

の

「

間
」

で

響
く

共
鳴

音
に

耳
を

澄

ま

す
こ

と

が

で

き

る

な
ら
ば
、

そ

こ

に

対

話
が

成
立
し

て

い

る

こ

と

を

知

る

で

あ
ろ

う
。

そ

の

よ

う
な

意
味
で
、

こ

こ

に

成
立
す
る

の

は

第
二

人
称
の

倫
理
で

あ
る

。

　

対

話
に

お

い

て

重

要
な

こ

と

は
、

対
話
の

相
手
が

人
格

的
存
在
と

し

て

存
立
し

て
い

る

か

ど

う
か

に

あ
る

。

こ

の

相
手
が

生
き
て

い

る

か

死
ん

で

い

る

か
、

人

間
で

あ
る
か

他
の

生
き

物
で

あ
る

か
、

は

た

ま

た

超
越

的
な

存
在
者
で

あ
る
か

は
、

む

し

ろ

二

義
的
な

問
題

な

の

で

あ
る

。

相
方
向
的
な

言
語
の

や
り
と

り

と

し

て

の

対

話
が

不
可

能
な

、

人

間
以

外
の

牛

き

物
や
自
然
や

、

ま

た

生

者
の

よ

う
な

反
応
の．
返
っ

て

こ

な
い

死

者
、

さ

ら
に

は

超
越

的
な

神
仏
の

よ

う

な

存

在
に

対
し

て
、

私
が

「

我
」

と

し

て

向
き

合
っ

た

か

ら
と

て
、

通

常
の

意
味
で

は

彼
ら

は

何
も

語
ら

ず
何
も
変
わ

ら

な
い

。

対
話
を
し

よ
う
と

言

葉
を

発
し

た

り
、

ま

た

そ

の

語
り

か

け

を
通
じ

て

自

分

自
身
の

あ
り
方
を

変
え

て

い

っ

た

り

し

う
る
の

は
、

常
に

人

間
で

あ
り
生

者
で

あ
る

私
の

側
だ

け

で

あ

る
。

し
か

し
、

そ
の

よ

う
な

関
わ

り

を

単
に
一

方

通
行
的
な

信
仰
信
念
や

思
い

込
み

に

よ

る

働
き

か

け
に

過
ぎ
な
い

と

見
な

し

て

し

ま

う
の

は
、

自
ら

「

対
」

の

思

想
の

文

脈
に

入
っ

て

行
か

ず、

第
三

者
的
な

見
方
に

立
っ

て

横
か

ら

眺
め

て

い

る

か

ら

で

あ

る
。

「

他
我
」

認

識
の

不
可
能
を
訴
え

た

り
、

他
者
の

非
対
称

性
を
む

や
み
に

強
調
し

た

り

す

る

立

場
で

は
、

い

つ

ま

で

も

生
の

現
実
に

直
面
で

き

ず
、

人

間
存
在
の

深
層
に

踏

み

込

ん
で

そ

の

ダ
イ

ナ

ミ
ッ

ク
な

構
造
を

知
る

こ

と

も

で

き

な
い

で

あ

ろ

う
。

そ

う

な

ら

な
い

た
め

に

も
、

対
話
を
論
じ

る

議
論
の

出

発

点
は

、

対
話
そ

の

も
の

か

ら

始
め

る

の

で

な

く
て

は

な

ら

な
い

の

で

あ
る

。
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二

　
分
か

ち

合
う
真
理
と

し
て

の

対
話

　

対

話
に

は

独
自
の

真
理

概
念
が

含
ま

れ
て

い

る
。

対
話

臼
巴
o
αq
¢

ρ

∪
一

巴
o
ひq

と

は
、

対
話
的
原
理

臼

巴
o
ひqo

°・

よ

り

成
り

立
つ

。

こ

の

原
理

は
、

相
互
に

分
か

ち

合
う

真
理
で

あ
り

、

す

な

わ

ち

そ

れ

は

関
係
概

念
か

ら

出
発
す
る

人
間
存
在
の
ロ

ゴ

ス

で

あ
る

。

こ

れ

に

対
し

て
、

独

語

琶^
）

⇒
o
一

。
ゆq
二

ρ

ζ
o
⇒

三
〇
伽q

は

独

語
的
原
理

琶
o
コ
。−
一

〇

騎
o
ω

、

す
な

わ

ち

文
字
通
り

独
り
占
め

さ

れ

た

真
理
で

あ
る

。

そ

れ
は

、

一

方

的
な

論
理
を

組
み

立
て

て
、

相
手
を

自
ら

の

論
理
の

内
に

縛
り

付
け
て

し

ま

う

処
理

と

泱
着
の
ロ

ゴ

ス

で

あ
る

。

　

大
谷
愛
人
は

、

対

話
（

デ

ィ

ア
ロ

ー

グ
）

と

独
語
（
モ

ノ

ロ

ー

グ
）

を
、

そ
れ

ぞ

れ

本
質
的
な

意

味
で

、

開
か

れ

た

言
葉

、

閉
じ

た

　
　

　

　
　

　
（
4）

言
葉
と

規

定
す

る
。

モ

ノ

ロ

ー

グ
と

は
、

そ

れ

を

語
る

者
も

、

そ

の

語
り

が

交
わ

さ

れ

る

相
手
も、

そ

の

精
神

状
態
が

閉
鎖
的
に

な

り
、

自
由
を
失
い
、

閉
じ

た

人

間
関
係
に

な

る

言
葉
で

あ
る

。

一

方
、

デ
ィ

ア
ロ

ー
グ

と

は
、

そ

れ

を
語
る

方
も

語
ら

れ

る

方
も

、

精

神
が

開
か

れ
て

、

自
由
な

人

格
的
関
係
に

な
る

よ

う

な

言

葉
で

あ
る

。

あ
る

人
問
の

話
が

い

つ

も
他

者
の

難
詰
を

内
容
と
し

て

い

て
、

と

き

に

は

法
律
の

条
文
を

く

ど
く
ど

読
ん

で

い

る

よ

う
な

調
子
で

、

相
手
は

た

だ

そ

れ

を

承
る

だ

け
に

な

る

と

か
、

激
論
に

な

れ

ば

そ

れ

に

関
わ
っ

て

い

る

者
す
べ

て

を

見
え

な
い

縄
で

ぎ
り

ぎ
り

縛
っ

て

い

く
か

の

よ

う

な

状
況
に

な

る

と

す

れ

ば
、

そ

れ
は

ど

ん

な

に

話

し

合
い

の

形
式
を
取
っ

て

い

て

も
、

本
質
的
に

モ

ノ

ロ

ー
グ
が

支
配
す
る

世

界
で

あ

る
。

こ

れ

に

対
し
て
、

別
な

あ
る

人
間
の

話
の

場

合、

今
ま

で

硬
直
し

て
い

た

心
も
や

わ

ら

ぎ
、

ほ

の

ぼ

の

と

し
た

明
る
い

開
放
的
な

気

分
に

な
っ

て
、

共

感
が

周
囲
に

漲
っ

て

い

く

よ

う

に

な

る

と

す

れ

ば
、

そ

れ

は

デ
ィ

ア
ロ

ー

グ
の

語
ら

れ

る

世
界
で

あ

る
。

　
し

か

し
、

両
者
の

根
本
的
な

区
別
の

基
準
は
、

言

葉
を

自
己
表

現
や

自
己

伝
達
の

手
段
も

し

く
は

道
具
に

過
ぎ
な
い

と

考
え
る

か
、

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

（
5）

そ

れ

以
上

の

も

の

と

考
え
る
か

に

あ

る

と
、

大

谷
は

述
べ

る
。

も
し

言
葉
が

前
者、

つ

ま

り

単
に

自
己
を

表
現
し

た

り

伝
達
し

た

り

す

（414） 126

N 工工
一Eleotronlo 　Llbrary 　



Japanese Association for Religious Studies

NII-Electronic Library Service

Japanese 　Assoolatlon 　for 　Rellglous 　Studles

対話的倫理 の 宗教的人間学的展望

る

だ

け
の

機
能
に

つ

き

る

場

合
は
、

本
質
的
に

は
モ

ノ

ロ

ー

グ
で

あ
る

。

ま

し

て
、

こ

の

自
己
表
現
や

自
己
伝
達
が

、

憎
悪
や

恐
怖
や

被
害
感
情
や

、

強
烈
な

理
念
や

思
想
な

ど

の

他
律
的
な

力
に

規
定
さ

れ

て

し

ま
い

、

自
由
を

失
っ

た

思
考
と

精
神
に

よ
っ

て

行
わ

れ
る

場

合
は

、

ま
す
ま

す

も
っ

て

モ

ノ

ロ

ー

グ

と

な

る
。

こ

れ
に

対
し

、

他
律
的
な

力
か

ら

自
由
な

思
考
と

精
神
に

お

い

て
、

「

聴
く

」

と

「

沈
黙
す

る
」

を

深
く

響
か

せ
、

し

た

が
っ

て

相
手
の

「

こ

と

ば
」

を

引
き

出
す

こ

と

の
で

き

る

言
葉
が

語
ら

れ

る

場
合

、

そ

の

言
葉

は

本
質
的
に

デ
ィ

ア
ロ

ー

グ
な

の

で

あ

る
。

こ

の
一

連
の

分
析
は
、

外
面

的
・

形
式
的
な

独

語
と

対
話
の

区
別
を

超
え
た

、

深
い

人
間

理

解
を

示
し

て

い

る

と

言
え
よ

う
。

本
稿
で

論
じ
る

対
話
も
ま

た
、

こ

の

よ

う

な

意
味
に

お

い

て
、

外
面
的

・

形
式
的
な

両
者
の

区
別

を

超
え

た
、

人

間
存
在
の

原
理
と

し

て

の

対
話

的
原
理

な

の

で

あ

る
。

　

対
話
的
原
理

に

お

い

て

は
、

真
理
は

独
り
占
め

さ

れ

る

も

の

で

は

な
い

。

対

話
的
関
係
性
は

、

人

々

の

心
魂
を

開
か

せ

て

く

れ
る

も

の

で

あ
り
、

ま

た

こ

の

中
か

ら
、

新
し

く

真
理
が

創
造
さ

れ
て

く

る
。

対
話
に

お

い

て
、

自
己
と

他
者
と

は

対
面
す
る

。

こ

の

対
両
を

通
じ

て
ロ

ゴ

ス

の

反
響
が

起
こ

る
。

た

と

え

他
の

人

格
か

ら

直

接
的
な

反
響
が

帰
っ

て

こ

な

く
て

も
、

自
分
の

中
で

対
話
的
反
響
が

生

じ

る
。

つ

ま

り
、

他
者
と

い

う
触
媒
を

得
て
、

自
己
は

よ

り
自
己
ら

し
い

自
己
に

目
覚
め

る

の

で

あ
る

。

相
手
が
同
じ

人
間
の

生

者
の

場
合
は

、

同
様
の

こ

と

が

対
話
の

相
手
に

お

い

て

も

起
き

る
。

自
己
は

ど
こ

ま

で

も

自
己
と

し

て

の

同
一

性
を

保
ち

な

が

ら
、

そ

の

こ

と
に

よ
っ

て
、

他
者
を

ど

こ

ま

で

も

他
者
と

し

て

把

握
し

尊
重

す

る

も

の

と

な
る

。

対
話
的

関
係
と

は

そ

う

し

た

反
響
な
い

し

共
鳴
か

ら

成
り
立
つ

。

反

響
・

共

鳴
す

る

こ

と

や
 

第

8
騨
 

か

ら

人

格
O
Φ

塗
o
⇒
鋤

と

い

う

言
葉
が

出
来
上

が
っ

た

が
、

そ

の

由

来
か

ら

し

て
、

人

格
で

あ
る

と

い

う
こ

と

は
、

既
に

自
ら
の

内
で

反

響
し

、

ま

た

互
い

に

共
鳴
す

る

存

在
者
な

の

で

あ
り

、

「

我

　
汝
」

の

対
話
的

関

係

性
は

そ
う
し

た

共
鳴
を

持
つ

「

対
」

概
念
で

あ
る

。

　
こ

の

「

対
」

と

な

る

者
同
士

は
、

相
互

に

独
立
し

て

い

な
が

ら

関
わ
り

合
う

。

そ

れ

を
プ

ー
バ

ー

は
、

人

間
存

在
の

原
理

と

し

て
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（
6）

「

原
初
的
に

距
離
を
置
い

て
い

る

こ

と

（

原

離
隔
）

」

と

「

関
わ

り
へ

参
入

す
る
こ

と
」

と

表
現
し

た
。

つ

ま

り

人

間
は
、

原
来
は

相

互
に

隔
て

ら
れ
て

存
在
す
る

が
、

ま

さ

に

そ

の

よ

う
な

存
在
だ

か

ら

こ

そ
、

同
時
に

お

互
い

に

関
わ

り
合
う
関
係
へ

と

入

り

来
る
こ

と

が

で

き
、

ま
た
そ

う

す
べ

き

存

在
な

の

で

あ
る

。

私
が

「

我
」

と

し

て
、

ど

の

よ

う
な

相
手
で

あ
っ

て

も
、

他
者
を

他
者
と

し

て

受
け

　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　

　
　

　
（
7）
　

　

　

　

　

　

　

レ

ァ

ル

フ

ァ

ン

タ
ジ

ー

と

め

よ

う
と

す

る

と

き
、

そ

こ

に

他
者
の

中
へ

の
一

種
の

飛

躍
が

起
こ

る

が
、

こ

の

飛
躍
は

現
実
想
像
力
と

も
い

う
べ

き

作
用
で

あ

る
。

こ

れ

に

よ

り
、

生
き

た

相
手
と

し

て

の

入

格
が

「

汝
」

と

し

て

あ
り
あ
り
と

現
わ

れ
て

く
る

。

　

対
話
が

成
立

す

る

と

き
、

そ

こ

に

は

人
格
相
互
の

関
係

性
が

あ

る
。

そ

れ

ゆ

え
、

対
話
の

相
手
は

客
体
化
す
る

こ

と

が

で

き

な
い

。

対
話
の

相
手
で

あ

る

こ

と

は
、

本
質
上

、

そ

の

客

体
化
が

不
可
能
で

あ

る

と

同
時
に

、

客
体
化
し

て

は

な

ら
な

い

と

い

う

禁
止

命
令
も

含
ま

れ

る
。

こ

の

禁
止

命
令
を

犯
す

者
が

詐
欺

師
や

扇
動
者
で

あ
っ

て
、

彼
ら

も

個
人
や

人

々

に

「

汝
」

と

呼
び

か

け

る

が
、

し

か

し

偽
の

対
話

者
な

の

で

あ
る

。

「

我
ー
−

汝
」

の

言
葉
の

応
酬
は

あ
っ

て

も
、

そ

れ

は

実
の

と

こ

ろ

相
手
を

徹
底
的
に

客
体
化
し

、

自
ら
の

論
理
に

よ

る

処
理

と

決
着
の

対
象
に

し

て

し
ま
っ

て

い

る

の

で

あ
る

。

そ
こ

に

あ

る

の

は
、

最
悪
の

形
で

の

「

我
　
そ

れ
」

の

関
係
で

あ
る

。

こ

れ

に

関
連
し

て

言
え

ば
、

他
者
と

は

友
で

あ
る
こ

と

も

敵
で

あ
る
こ

と

も
あ

り
う
る
が

、

後
者
の

場
合
に

お

い

て

も
、

や
は

り

彼
も

自
分
と

同
じ

人

間
だ

と

い

う

形
で

つ

な

が

り

の

感
覚
が

求
め

ら

れ
る

。

こ

れ

に

よ

り
、

他
者
を

他
者
と

し
つ

つ

も
、

共
感
し

責

任
を

負
う

者
と

し
て

自
他
の

関
係
が

成
立
し

う
る

の

で

あ
る

。

他
者
と

ど

ん

な

に

相
争
う
と

も、

対
話
的

関
係
が

続
く

な

ら

ば
、

「

愛

に

お

け

る

闘
争
」

（

ヤ

ス

パ

ー
ス
）

が

見

出
さ

れ

る
。

対
話
は

継
続
さ

れ
て

こ

そ
、

意

義
が

あ
る
と

い

う
理
由
も

そ
こ

に

存
す

る
。

　
ま

た
、

だ
れ

も

が

対

話
で

き

る

と
い

う
点
で

は
、

だ

れ

も

が

対

話
の

相
手
と

な

り
う
る

だ

ろ

う
。

し
か

し

な

が

ら
、

だ

れ

と
で

も

対

話
で

き

る

わ

け

で

は

な
い

。

「

対

話
の

生

活
と

は
、

人
々

と

多
く
の

関
わ

り
を

も
つ

こ

と

で

は

な

く
、

関
わ

る
べ

き

人
々

と

真
に

関
係

　

　

　
　

　

　

　
おロ

に

入
る
こ

と

で

あ
る

」

し
、

そ

も

そ

も

出
会
う

す
べ

て

の

人

間
を

愛
す
る
こ

と

に

成
功
し

た

人

は
い

か

な

る

時
代
に

も
い

な

か

っ

た

の

（416＞ 128

N 工工
一Eleotronlo 　Llbrary 　



Japanese Association for Religious Studies

NII-Electronic Library Service

Japanese 　Assoolatlon 　for 　Rellglous 　Studles

対話的倫理 の 宗教的人 間学的展望

　

　
す）

で

あ
る

。

関
わ

る
べ

き

人
々

と
い

え

ば
、

ま

さ

に

家
族
や
友
人
・

知
入
な
ど

の

身
近

な

人
々

、

あ

る

い

は

困
難
な

交
渉
の

相
手
な

ど
、

人
に

よ
っ

て

さ

ま
ざ
ま

で

あ
ろ

う
。

そ

し

て
、

息
の

長
い

対

話
を

通
じ

、

そ

う
し

た

人

々

と

の

絆
を

確
か

め
、

あ

る
い

は

組
み

換
え
、

新
た

な

関
係
を

模
索
す

る

こ

と

に

な

る

だ

ろ

う
。

関
係
の

再

構
築
の

中
で

人

格
的
な

共
鳴
・

反

響
が

起
こ

り
、

ま
た

こ

の

中
か

ら
、

共

有
す
べ

き

真
理

が

新
し

く

創
造
さ

れ
て

く
る

の

で

あ
る

。

　

　

　
　

　

　
　

　

　

　
　

　

　
　

そ
　

こ
　

　
　
ヘ

　

へ

　

さ

ら
に
、

対
話
的

関
係
に

お

い

て
、

齟

齬
や

ぶ

れ

は

不
可
避
で

あ
る

。

反
撃
や

無
反

応
と
い

う
反

応
も

あ
る

だ

ろ

う
。

相
手
か

ら
の

無
反
応
と

い

う
こ

と

で

言
え

ば、

し

ば
し

ば

遺
族
や
生

前
に

交
友
の

あ
っ

た

人
た

ち

が

故
人
に

向
か
っ

て

語
り
か

け

る
、

葬
儀
に

お

け

る

弔
辞
が

そ

う

で

あ
る

。

こ

う
し

た

死

者
と

の

対
話
は

、

相
手
か

ら
の

応
答
が

存
在
し

な
い

と

い

う

意
味
で

、

非
対
象
的
対
話
の

最
た

る

も

の

で

あ
る

が
、

し
か

し
な

が

ら
、

そ
こ

で

は

相
手
に

対
す
る

自
分
の

姿
勢、

ひ

い

て

は

「

我
」

そ
の

も
の

が

無
言
の

「

汝
」

の

前

で

問
い

質
さ

れ

て

い

る

の

で

あ
る

。

「

我
」

の

語
り
か

け
が

真

摯
で

あ
れ

ば

あ
る

ほ

ど
、

人

格
的
な

反
響
や

共

鳴
も

強
く
な

る
。

そ

こ

　

　

　
　

　

　
　

　

　

　
　

　

　
　
レ

ァ

ル

ア

ァ

ン

タ

ジ

　

に

あ
る

の

は
、

上

述
し

た

よ

う

に
、

現
実
想

像
力
に

よ

る

他
者
の

中
へ

の
一

種
の

飛

躍
で

あ
る

。

他

者
は

も

は

や

生

き

て

は

い

な

い

が
、

し

か

し
こ

の

飛
躍
に

よ
り

、

「

我
」

に

と
っ

て

は

生
き

た

相
手
、

つ

ま

り
「

汝
」

と

し

て

現

前
し

て

く

る

の

で

あ
る

。

　

も
っ

と

踏
み

込
ん

で

言
う
な

ら

ば
、

「

我
」

も
ま

た

い

つ

か

は

無

言
の

「

汝
」

の

仲

間
入
り

を

し

て

い

く

わ

け

だ
か

ら
、

そ

う

し

た

対

話
が

時
問
を
か

け

て

深
ま
っ

て

い

け

ば
、

「

種
の

実
存
的
な

共
同
性
の

感

覚
が

生

じ

て

く
る
こ

と

も
あ

る

だ

ろ

う
。

こ

の

よ

う

に

考

え

て

い

け

ば
、

倫
理
と

宗
教
の

世
界
は

地
続
き

に

つ

な

が
っ

て
い

る

と

も

言
え

る

の

で

は

な
い

だ
ろ

う
か

。

　

な
お
、

葬
義
や

追

悼
式

、

ま

た

鎮

魂
・

慰
霊
祭
と
い

っ

た

儀
礼
に

も
、

人
格
的

対
話
の

残
響
が

多
か

れ

少
な
か

れ

存
在
し

て

い

る
。

こ

う
し

た

儀
礼
に

つ

い

て

論
じ

る

場

合
も
、

そ

れ

が

対
話
の

内
実
と

し

て

の

「

対
」

の

思
想
の

中
に

自
ら

参
入

し
て

、

そ
こ

に

真
理

を

共
に

発
見
し
、

こ

れ

を

分
か

ち

合
う
よ

う
な

も
の

で

な
い

な
ら
ば

、

結
局
は

第
三

者
的
批
評
の

域
に

と

ど

ま

る
で

あ
ろ

う
。
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ヒ
ュ

　

マ

ノ

ロ

ジ

　

対
話
的
原

理
に

基
づ

く
人

間

学
と

倫
理
学

　

対
話

的
原
理

と

は

人
間

存
在
の

理
法
そ

の

も

の

で

あ
る

が
、

そ

れ
は

ま

た

倫
理

学
の

方
法
で

あ
る

。

他
者
は

単
に

私
と

は

他
な

る

者

で

は

な

く
、

私
「

に

と
っ

て

の
」

他
者
で

あ
る

。

そ

れ

ゆ

え
、

他
者
を

意
識
す
る

と

き

に

は
、

何
ら

か

の

形
で

他
者
へ

の

共
感
と

責
任

の

意
識
が

伴
う

。

倫
理

学
そ

の

も
の

が
、

学
問
と

し

て

他

者
へ

の

共
感
と

責

任
意

識
を

前
提
に

し

て

成
立

し

た

学
問
な
の

で

あ
る

。

倫

理

学
が

人
聞
と

し

て

生

き

る

／
行
動
す
る

筋
道
を

扱
う
以
上

、

そ
こ

に

は

人

間
と

は

何
か

を

人

間
的
現
実
に

即
し

て

解
明
し

て

い

く
哲

学
的
人

間
学
が

求
め

ら

れ

る

理

由
が

存
在
す

る
。

　

人

問
的
現
実
と

は
、

他
者
と

の

真
正
な

出

会
い

を
生
み

出
す

人

間
相
互
の

「

間
」

（

間
柄）

の

こ

と

で

あ

る
。

人
間
は

、

人
と

人

と

の

間
に

あ

る

完
全
な

関
係
に

お

い

て
、

人

間
学
的
に

実
存
し

て

い

る
の

で

あ

り
、

こ

の

相
互
作
用
に

お

い

て

人
類
〔

人
間
性
〕

が

十
分

に

把
握
さ

れ

う
る

。

こ

の

「

間
」

（

問
柄
）

N
≦
尻
o
ゴ
Φ
コ

の

領
域
は
、

人
間
で

あ
る

か

ぎ
り

の

人

間
の

実
存
と

共
に

措

定
さ

れ

る
。

そ

　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
（
10〕

れ

は

確
か

に

概
念
と

し

て

は

ま

だ

明

確
に

は

さ

れ

な

い

も

の

の
、

「

人
間

的
現

実
の

原
・

範
疇
」

な

の

で

あ
る

。

聞
柄

的
な

も

の

に

お

け

る

人
間
N

註
ω
o
ゴ
Φ

詳

日
Φ

塗
〇

三
一

曾
 
コ

と

は
、

相
互
に

向
か

い

合
う
も

の

の

領
域
で

あ
り

、

そ
の

発
展
を

ブ
ー

バ

ー
は

対
話
的
な

も
の

　

　（
11）

と

呼
ぶ

。

そ
こ

で

の

反
響
あ
る

い

は

共
鳴
が

対
話
と

な

る

の

で

あ
る

。

あ
ら

ゆ

る

存
在
と

対
話
的
関
係
に

入
る

こ

と
が

で

き

る
の

は
、

人

間
だ

け
で

あ
る

。

人
間
と

は
、

対
話
的
な

関
係
的
存

在
を

自
ら

担
う

者
と

し

て

創
造
さ

れ
た

も
の

で

あ

る
。

人

間
だ

け
が

倫
理

の

担

い

手
で

あ

る

と

い

う
の

は
、

ま

さ

に

そ

の

よ

う
な

こ

と

を

言
う
の

で

あ

る
。

　

自

他
の

関
係
に

お
い

て
、

私
が

人

間
で

あ
る

と
い

う

自
覚

、

す

な

わ

ち

人
間

性
の

自
覚
に

立

脚
す

る

と

き
、

人

間
性
に

基
づ

く

人

間

　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　
　
〔
12）

学
ぴ
¢

白
帥
口
o
】

o
αQ
団

ぴ

芻
Φ
α

8
げ
二

白
助

巳

q
が

成
立

す
る

。

同
じ

人

問
と
い

う

言
葉
を

用
い

て
い

て

も
、

単
に

動

物
と

の

比
較
に

よ

る
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類

的
存
在
と

し

て

の

人

間
（

人

類
）

を

扱

う

人
間

学
（

人

類

学）

2。

葺
ξ
obo

δ
ひq
劉

〉

三
耳
o
燭

9
轟
δ

と

は

大
き

く

位
相
を

異
に

す

る
。

哲
学
的
人
間

学
は

、

む

し

ろ

よ

り

人

間
性
に

即
し

た

9
∋

譽
皀
omq

ざ

国
＝

ヨ

穹
皀
omq
呻
Φ

で

な
く

て

は

な

ら

ず
、

し

か

も

そ

の

よ

う

な

人

間
学
こ

そ

倫
理

学
に

根
ざ
し

て

い

る

の

で

あ
る

。

そ

し

て
、

倫
理

学
の

原
理
は

対
話
的
な

原
理

で

あ

る

が

ゆ

え
に

、

自
己

が

自
己

自
身
で

あ
る

こ

と

の

意

識
、

そ

し

て

同

時
に

こ

の

意

識
に

は

他
者
を

他
者
と

し

て

見
な

し

て

肯

定
す

る
こ

と

が

伴
っ

て

い

る
。

神
と

の

関
係
に

お

け

る

人

間
（

宗
教

的
人
間
）

To

ヨ
o

器
嵩

笹
o
°。

二
ω

を

扱
う

人
間
の

学
も

ま

た
、

同
様
に

人

聞
性
に

根
ざ

し

た

学
的
部
門
と

し

　
　

　

　
　

　
ヒ

ュ

　
マ

ノ
ロ

ジ

　

て
、

宗
教

的
な

人

間

学
で

あ
る

。

こ

う
し

た

倫
理

学
的

含
意
を

持
つ

哲

学
的
人
間
学
は

宗

教
的
人

間
学
に

到
達
す

る

し
、

宗
教
的
人

問
学
は

そ
の

よ

う

な

哲
学
的
人

間
学
を

含
ん

で

い

る
。

　

と
こ

ろ

で
、

和
辻
哲
郎
も

ま

た
、

人
問
と

は

動

物
と

の

対
比
に

お

い

て

単
に

抽
象
さ

れ
た

「

人
」

（

人

類
）

で

は

な
い

が

ゆ

え

に
、

哲
学

的
ア
ン

ト

ロ

ポ
ロ

ギ
ー

は

哲

学
的
「

人

類
学
」

で

あ
っ

て
、

「

人

間
学
」

で

な
い

と

す

る
。

和
辻
は

、

人

闇
と

は

文

字
通
り
人
と

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　
（
13）

人
と

の

間
柄
（

人
−

問
）

で

あ
っ

て
、

「

人
」

と

「

世
の

中
」

（

社

会
）

が

弁
証
法

的
に

統
一

さ

れ

た
も

の

だ

と

見
て

い

る
。

そ

の

よ

う

な

人

間
学
こ

そ

倫
理

学
で

あ

る

と

い

う
の

が

彼
の

主
張
で

あ
る

。

　
し

か

し
、

そ

の

よ

う
な

倫
理
学
は

、

せ

い

ぜ

い

「

人

の

問
」

の

ル

ー
ル

や

規
範
の

学
で

あ
る

に

過
ぎ

な
い

。

そ
こ

に

は

人
間
相
互
の

ど
ん

な

関
係
性
が

問
わ

れ

て

い

て

も
、

や
は

り
人

間
同
士

の

関
係
に

他
な

ら
な
い

か

ら
で

あ
る

。

共
同
体
の

ル

ー
ル

は
、

成
員
に

通
じ

る

言
葉
で

語
ら

れ

る
が

、

そ

の

言
葉
が

通
用
し

な
い

相
手
（

他
者
）

に

は

ほ

と

ほ

と

困
っ

て

し

ま

う
。

し

か

も
、

「

人

の

間
」

の

ル

ー

ル

と

し
て

の

倫
理

の

定

義
の

内
に

は
、

は

じ

め

か

ら
超

越
的
次
元
が

奪
わ

れ

て

い

る
。

そ

の

よ

う
な

も

の

が

登

場
す
る

と
、

そ

れ
は

人

問
の

世

界
に

な

に

か

異

質
な

も

の

と

し
て

割
り

込

み
、

か

き

乱
し

て

し
ま

う
よ

う
な

も
の

と

な

る
。

倫
理

を

最
初
か

ら

こ

の

よ

う
な

境

涯
に

追
い

や
っ

て

お

い

て
、

そ
こ

か

ら
逸

脱
し

て

人
間
の

ル

ー

ル

が

通
じ
な
い

絶
対

他
者
を

も
っ

て

く

れ
ば

、

た

し

か

に

倫
理

と

宗
教

131 （419）
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は

対
立

概
念
に

な
っ

て

し

ま

う
。

け

れ

ど

も
、

こ

れ

は

最
初
か

ら

倫
理

と

宗
教
の

対
峙
を
ね
ら
っ

て

構
成
さ

れ

た

論
法
で

あ

る

と

言
っ

　
　

　

　
　（
14〕

て

よ

い

だ
ろ

う
。

　

対

話
的
原
理
に

立

つ

な

ら

ば
、

倫
理

の

担
い

手
で

あ

る

人

問
は

対
話
の

相

手
を

無
限
に

作
り

出
す
こ

と

が

で

き

る
。

そ
の

よ

う

な
人

聞
は
、

ベ

ル

グ
ソ

ン

の

言

う
よ

う
な

「

開
か

れ

た

魂
」

で

あ
る

。

開
か

れ

た

魂
は

、

第
二

人
称
の

眼
差
し

で

周
囲
の

者
た

ち

を

見
つ

め
、

傾
聴
し

、

語
り
か

け
る

だ
ろ

う
。

仏

典
や

聖

書
の

み

な

ら

ず
、

諸

宗
教
の

教
祖

伝
に

は

師
と

弟
子
と

の

対
話
が

数
多
く

登
場

す

る
。

こ

の

対

話
の

輪
は

同
心

円

状
に

拡
大
す
る

。

そ

し

て
、

第
二

人

称
の

眼
差
し

の

下
で

は
、

無

縁
の

者
も

有
縁
に

な

る
。

そ

こ

に

は
、

他
者
を

他
者
と

し

て

知
り
、

か

つ

他
者
と

し
て

気
遣
う

姿
勢
が

あ
る

。

ブ

ー
バ

ー

は

次
の

よ

う

に

語
る

。

「

犬
が

あ
な

た

を
見
つ

め

た

と

き
、

そ

の

ま

な

ざ
し

に

答
え
る

が

よ
い

。

子
ど

も
が

あ

な

た

の

手
を
つ

か

ん

だ
と

き
、

そ
の

触
れ

合
い

に

答
え

る

が

よ
い

。

群

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　
（
15）

衆
が

あ
な
た
を

取
り

囲
む

と

き
、

彼
ら

の

苦
し

み

に

答
え
る

が

よ
い
」

と
。

こ

う
し

て

人

間
は

開
か

れ

た

魂
と

し

て
、

自
己

に

と
ど

ま

ら

ず

他
者
へ

と

無
限
に

働
き

か

け

て

い

く
。

こ

の

意
昧
で

「

我
」

は

他

者
と

共
に

あ
り

、

他
者
を

「

汝
」

と
せ

ず
に

は
い

ら

れ

な
い

存

在
で

あ
る

。

そ

の

よ

う

な

典
型
が

大
乗
仏
教
に

お

け

る

菩
薩
で

あ
る

が
、

ウ
ィ

ー
ル

ラ

イ

ト
は

ブ

ー
バ

ー

の

人

間
学
を

論
じ

た
論
文
に

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　
〔
16）

お

い

て
、

そ

の

こ

と

を

指
摘
し

て

い

る

の

で

あ
る

。

　

開
か

れ

た

魂
に

対
応
す

る

の

は

「

開
か

れ

た

道

徳
」

で

あ
り

、

「

動
的

宗
教
」

で

あ

る
。

開
か

れ

た

道
徳
は
、

直
接

、

社
会
を
完
全

に

開
か

れ

た

も

の

と

し

て

形

成
し

な

お

す
、

人
類
愛
の

上

に

成
立
す

る

道
徳
で

あ
る

。

そ

の

担
い

手
は

少
数
か

も

し

れ

な

い

が
、

彼
ら

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　
エ

ラ
ン

コ
ダ

ム

　

ル

は

自
然
の

確
立
し

た

社
会
の

連
帯
性
に

甘
ん

じ

る

こ

と

な

く
、

愛
の

躍
動
（

飛

躍
）

に

包
ま

れ
て

人
類
全
体
を

目
指
し

て

進
む

の

で

あ

（
17）る

。

さ

ら

に

言
う
な

ら

ば
、

こ

の

開
か

れ
た

状
態
は

た

だ

単
に

人
間
だ
け

で

な

く
、

生
き

と

し

生
け
る

も
の
一

切
に

向
か

う
。

そ

の

逆

が

「

閉
じ

ら

れ
た

道
徳
」

で

あ

り
、

「

静
的
宗
教
」

で

あ
る

。

こ

れ
ら

は
、

自
己

完
結
し

た

社
会
の

秩

序
維
持
と

い

う

形
で

現
わ

れ
、

　

　

鵬

　

　

 

　

　

”

　

　

皿

　

　

 

瑚

　
皿

　

　

 

脚

　
 

　

　

皿
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対話的倫理 の 宗教的人間学的展望

人
々

に

対
し

て

掟
や

法
な

ど

の

社
会

的
な

ル

ー
ル

を

設
け

て

い

く
も

の

で

あ
る

。

要
す
る

に
、

対
話

的
原
理

に

立

脚
す
る

人
間
学
的
観

点
に

立

つ

な

ら
ば

、

倫
理

と

宗
教
そ

の

も

の

の

区

別
よ

り
も

、

開
か

れ

た

倫
理
や

宗
教
の

あ
り

方
と

閉
じ
ら

れ
た

倫
理

や

宗
教
の

あ
り

方
と

の

対
比
の

ほ

う
が

問
題
な

の

で

あ
る

。

　

こ

こ

で

鍵
と

な
る

の

は
、

開
か

れ
て

あ

る

と

い

う
こ

と

に

基

づ

く

倫
理

的
契

機
で

あ
る

。

そ

れ

は
、

倫
理
が

他
者
と

の

関
係
性
ば
か

り
で

な

く
、

人
間
と

し

て

の

自
己

の

完
成
（

自
己
実

現
）

に

関
わ

る

と
こ

ろ

か

ら

明
ら

か

に

さ

れ

る
。

他
者
へ

の

献
身
と

自
己

完
成
と

の

両

契
機
が

合
い

ま
っ

て

完
全
な

倫
理
を

な

す
と

述
べ

た
の

は

シ
ュ

ヴ
ァ

イ

ツ

ァ

ー

で

あ
っ

た
。

他
者
の

範
囲
は

、

彼
に

お

い

て

明
確

に
、

生
き

と

し

生
け

る
一

切
の

も

の

に

ま

で

到
る

。

こ

う
し

て
、

献
身
の

倫
理
は

宇
宙
的
な

広
が

り

を

も
つ

。

対
す
る

自
己

完
成
と

は

自
分
の

中
で

完
結
す
る

よ

う

な

狭
量
な

も

の

で

は

な
い

。

そ

れ

は

本
来
の

意
味
に

お

い

て
、

自
己

と

存
在
と

の

正

し
い

関
係
に

入

る
と

い

う
こ

と

だ
か

ら
、

そ

れ

自
体
が

宇
宙

的
な

性
格
を
持
っ

て

お

り
、

し
か

も

そ

の

関
係
の

中
に

は
い

わ

ゆ
る

小
我
を

否
定
し

克
服
す
る

契
機
が

含
ま

れ

て
い

る
。

他

者
へ

の

献
身
と

自
己

完
成
の

両
契

機
は
、

こ

う
し

て

宇

宙
的
な

次
元

で

の

「

生

け
る

存
在
へ

の

生

け

る

献

　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

（
18）

身
」

へ

と

収
斂
す

る

の

で

あ
る

。

　

生

け
る

存
在
へ

の

生

け
る

献
身
こ

そ

が
、

生
身
の

存

在
を

持
つ

他
者
へ

の

姿

勢
で

あ
る

。

「

我
」

と

「

汝
」

が

生

命
あ
る

存

在
と

し

て

こ

こ

で

向
き

合
い
、

そ

こ

に

私
が

自
ら

の

生

命
の

充
実
を

果
た

し
つ

つ
、

相
手
の

生

命
を
維
持
し

促
進
さ

せ

て

い

く
べ

く
献
身
に

つ

と

め

る
。

「

我
」

は

生
け
る

「

汝
」

の

反

応
に

大
き

な

手
ご

た

え

を

感
じ
つ

つ
、

自
他
と

も

に

生

け
る

相
互

作
用
の

内
に

変
様
す

る
こ

と

を

知
る

。

シ
ュ

ヴ
ァ

イ
ツ

ァ

ー

は

生
の

哲

学
者
と

し

て

こ

こ

ま

で

思
索
を
め

ぐ
ら

せ

た

わ
け

で

あ
る

が
、

死
せ

る

存
在
へ

の

献
身
と

い

う
の

は

彼
の

射
程
に

は

入
っ

て

い

な
い

。

死
せ

る

存
在
（

死
者
）

に

い

く
ら

働
き

か

け

て

も
、

た

し

か
に

通

常
の

意
味
で

は

こ

の

相

手
を

変
え
る

こ

と

が

で

き

な
い

だ

ろ

う
。

し

か

し

な

が

ら
、

こ

こ

で

倫
理

が

意
味
を

失
う
わ

け

で

は

な
い

。

「

我
」

は

や

は

り
彼
ら

に

133 （421）
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も
「

汝
」

と

語
る

こ

と

で

働
き

か

け
、

そ

し

て

彼
ら
の

無
言
の

応

答
を
、

自
ら

の

内
に

人

格
的
反

響
と

し
て

受
け

と

め

る
。

我
々

が

さ

ま
ざ
ま

な

思
い

を
込
め

、

自
ら

に

及
ぶ

限
り

の

想

像
力
を

め

ぐ
ら

せ

て

死
者
の

追
悼

、

慰
霊

、

荘
厳
を
お

こ

な
う
の

も
、

そ

う
し

た

反

響
や

共

鳴
を
こ

れ
ら

の

営
み

の

中
で

感
じ

て

い

る

か

ら

で

あ

る
。

　

倫
理

と

宗
教
が

そ

の

よ

う
に

開
か

れ

た

姿
で

連
動
し

て

い

る

以
上

、

倫
理

の

担
い

手
の

「

我
」

も
ま

た
、

単
な

る

「

自
我
」

の

次
元

を

超
え
た
と

こ

ろ

に

立
っ

て

い

る

と

見
る
べ

き
で

あ
る

。

そ

う

で

な

け
れ

ば
、

宗
教
の

領
域
に

倫
理
と

し

て

の

対
話
が

踏
み

込
む
こ

と

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
（
19）

が

で

き

な
い

か

ら

で

あ

る
。

八

木
誠
一

は
、

こ

の

よ

う

な

対
話
が

、

「

自
己
」

の

レ

ベ

ル

で

行
わ

れ

る

も

の

と

位
置
付
け

た
。

こ

こ

で

言
う

自
己

と

は

「

神
の

支
配
が

及

ん

で

い

る

限
り
で

の

ひ

と

の

心
」

の

こ

と

で

あ
る

。

そ

れ

は
、

人

間
が

長
い

間
、

仲
間
と

共
生
し

て

き

た

歴
史
が

深
く
人

間
の

身
体
に

刻
み

込
ま
れ
た

も

の

で

も
あ
る

。

八

木
は

、

だ
か

ら
こ

そ
、

人
間
が

ど

れ

ほ
ど

怒
っ

た

り

憎
ん

だ

り

し

て

い

て

も
、

自
己
の

深
み

で

は

兄
弟
（

同
胞
）

を

共
に

生

き

る

相
手
と

し
て

受
容
し

て

い

る

の

だ

と

見
な

し
、

そ

こ

に

無
限
の

赦
し

の

可

能
根
拠
も

あ
る
と

論
を

進
め

る

の

だ
が

、

実
は

そ

の

よ

う
に

述
べ

る

こ

と

で

人

間
の

倫
理
が

宗
教
に

支
え
ら

れ

て

い

る

こ

と

を

示

し

て

い

る

の

で

あ
る

。

四

　
逆
説
と

創
造
の

宗
教
的
人
間
学

　
　

　
　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　
レ

ア

ル

フ

ア

ン

タ

ジ

ヱ

　

対
話
的
原
理
は

、

二

で

論
述
し

て

き

た

ご

と

く
、

現
実
想

像
力
に

よ
っ

て

他
者
へ

の

飛
躍
の

契
機
を

持
つ

。

そ
こ

に

新
た
な

生

成、

創
造
の

可
能
性
が

存
し

て

い

る
。

　

対
話
と

は

言
葉
あ
る
い

は

象
徴
的
な

言

語
に

お

け

る

意
味
の

や

り

と

り
で

あ
る
が
、

そ

の

意
味
は

対
話
す

る
こ

と

を

通
じ

て

全

く

新

た
に

変
容
す

る

こ

と

が

あ
る

。

そ

れ

ゆ

え
、

意
味
と

は

無

限
に

変

容
す

る

創

造
的
な

も

の

で

あ

る
。

「

対
」

に

お

け

る

緊
張
関
係
の

中
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で
、

「

我
」

に

と
っ

て

思
わ
ぬ

意
味
の

転

換
が

な

さ

れ

る

と

き
、

創
造
も

ま

た

出
現
す

る
。

つ

ま

り、

対
話
す

る

以
前
に

は

見
出
さ

れ

な

か
っ

た
何

物
か

が
そ
こ

で

生
ま

れ

る

の

で

あ
る

。

対
話
が

創
造

的
営
み

で

も

あ
る

ゆ
え

ん

も

そ
こ

に

あ
る

。

そ
こ

で

は
、

新
た

な

意

味
は

「

我
」

と

「

汝
」

の

「

間
」

（

間
柄
）

の

中
か

ら

出
現
す

る

と
い

う

形
を

取
っ

て

出
現

す
る

。

そ

れ

が

「

我
」

だ

け
で

も

「

汝
」

だ
け

で

も
な
い

、

両

者
の

「

問
」

か

ら

対
話
を

通
じ

て

出
現
す

る

が

ゆ

え
に

、

従
来
の

自
己
や

他
者
の

あ
り

方
は

、

部
分
的
な

変
容
を

迫
ら
れ

、

と

き

に

は

全

面
的
に

否

定
・

克
服
さ

れ

る
こ

と

に

も

な
る

だ

ろ

う
。

し
か

し
、

そ

の

こ

と

に

よ
っ

て
、

自
他
は

新
た

に

さ

れ

る

の

で

あ
る

。

そ

れ
は

単
な

る

伝
達

交
換
（

コ

ミ
ュ

ニ

ケ

ー

シ
ョ

ン
）

に

尽
き

る

も

の

で

は

な

く、

こ

れ

を

超
え
て

霊
の

交
わ

り

（
コ

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　
（
20）

ム
ニ

オ
ン
）

へ

の

転
換
な

の

で

あ
り

、

そ

れ
は

ま

さ

に

対
話
的
内

容
の

血

肉
化
と

な

る

も

の

で

あ
る

。

こ

れ
こ

そ
、

創
造
の

営
み

に

お

け
る

逆
説
的
構
造
で

あ
る

。

創
造
は

「

汝
」

と

の

対
面
の

中
で

逆

説
に

直
面
し

、

そ

こ

で

の

葛
藤
や
抵

抗
や

挫
折
の

中
か

ら

あ
る

時
は

　

気
に

奔
出
し
、

あ
る

時
は

苦
渋
の

内
に

絞
り
出
さ

れ

て

く

る
。

逆

説
は

、

対

話
に

お

い

て

生

起
す
る

精
神
の

現

象
で

あ
っ

て
、

こ

れ

が

生

起
し
な
い

対

話
が

あ
る

と

す
れ

ば
、

そ

れ

は

本

質
的
に

は

モ

ノ

ロ

ー

グ
の

世

界
に

と

ど

ま
っ

た

形
だ

け

の

「

対
話
」

な

の

で

あ

る
。

対

話
の

倫
理

は
、

逆

説
を

通
じ
て

創
造
の

倫
理
へ

と

道
を

開
い

て

い

る
。

宗
教
は

対

話
と
い

う
回

路
を

発

見
し

て

倫
理

に

目
覚

め
、

倫
理
は

そ

の

本
質
的
意

義
た

る

対
話
を

通
じ

て

宗
教
に

至

る

道
で

あ
る

。

　
ブ

ー
バ

ー

は
、

世
界
は

神
の

戯
れ
で

は

な
く

、

ま

さ

し

く

神
の

運

命
で

あ
り

、

人

聞
は

そ
こ

で

神
と

と

も

に

創
造
に

関
与
す
る
と

主

　

　〔
21）

張
す
る

。

創
造
は

、

我
々

に

生
じ

、

我
々

の

中
で

燃
え
、

我
々

の

周

囲
で

燃
え

立
つ

。

我
々

は

創
造
に

関
与
し
、

創
造
者
と

出
会
い

、

そ
の

助
力
者
な
い

し

同
行

者
と

し

て

身
を

ゆ

だ

ね

る
。

人

間
は

神
と

共
に

創
造
に

関

与
す
る

こ

と

に

な

る

の

で

あ
る

。

さ

ら

に

進
ん

で
、

倫
理

の

創
造

的
要

素
を

極
限
ま

で

に

推
し

進
め

、

創
造
の

倫
理

を
提

唱
し

た
の

は
ベ

ル

ジ
ャ

ー
エ

フ

で

あ
る

。

彼
に

至
っ

て

は
、

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　
　
ぬロ

人

間
と

神
と

は

友
で

あ

る

と

大

胆
に

述
べ

る
。

人

間
は

神
の

似

姿
だ

か

ら

と
い

っ

て
、

人
間
は

単
な

る

神
に

仕
え

る

手
毀
と

な
っ

て

は
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な

ら

な
い

。

な

ぜ

な

ら
、

神
に

と
っ

て

人
間
の

人

格
は

も

と

も
と
い

か

な

る

力
に

よ

っ

て

も

手
段
に

な

り

え

な
い

目

的
だ

か

ら

で

あ

　
　

　
　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　
　

　
　

儡

る
。

神
は

人
問
が

神
を

愛
し
、

創

造
的
行
為
を
な
す
こ

と

を
心
か

ら

待
っ

て

い

る
。

人

間
に

と
っ

て

も
、

神
は

絶
対
的
究
極
的
な

目
的

で

あ
り

・

す

な

わ
ち

愛
の

対
象
と

し
て

絶
対
的
な

汝
な

の

で

あ
る

・

人

間
の

創
造

蒭
は

・

「

神
か

ら
人
間
へ

の

力
」

と
い

う
恩
寵
と

・

陶

　
　

　
　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　
　

　
　
　

（
23）

「

人

間
か

ら

神
へ

の

力
」

と
い

う

自
由
と

の

交
互

交
流
に

よ
っ

て

行
わ

れ

る
。

人
間
に

自
由
が

な

け

れ

ば

神
の

呼
び

か

け

に

答
え
、

霊

感
に

基
づ

い

て

創
造

活
動
を

す
る

こ

と

は

で

き

な
い

。

そ

も

そ

も

自
由
な

く
し

て

霊
感
も

あ
り

え

な
い

。

人
間
は

本
質
的
に

創
造
活
動

の

自
由
な
主

体
で

あ

り
、

い

つ

い

か

な

る

と

き

で

も

創
造
的
な

良
心
の

所
有
者
だ

か

ら
で

あ
る

。

　

宗
教
の

世
界
と

は
、

人

間
が

神
仏
の

よ

う
な

超
越
的

他
者
に

対
話
的
応

答
を

行
っ

て

い

く
中
で
、

形

成
さ

れ

る

に

い

た
っ

た

イ
メ

ー

ジ

に

満
ち

た

象
徴
的
世
界
で

あ
る

。

そ
の

よ

う
な

形
で

宗

教
と

関
わ

る

倫
理
は

創
造

的
要

素
を

含
め

た

よ

り

高
次

の

倫
理

に

由

来
す

る
。

こ

の

創

造
の

倫
理

に

お

い

て

は
、

世
界
が

現
状
で

は

未
完
成
で

あ
り

、

そ

れ

ゆ

え

人

間
が

な

さ

ね

ば

な

ら

な
い

義
務
が

無
限
に

あ

る
こ

と

を

前
提
と

す

る
。

人

間
に

は

創
造
し
な
け

れ

ば
な

ら

な
い

使
命
が

あ
り

、

創
造
せ

ざ

る

を

得
な
い

と
い

う

運
命
が

あ
る

。

そ

れ

は

自
ら

創

造
す
る

存

在
と

し

て
、

人

間
が

創
造
さ

れ

た

こ

と

を

意
味
す

る
。

創

造
と

は

そ

の

よ

う

に

し

て

人

問
を

義
認

す
る

「

弁
人

　
　

　
　
　

　（
24＞

論
」

な
の

で

あ

る
。

倫
理

の

範

囲
は
こ

こ

で
一

挙
に

拡
大
す
る

。

芸
術
や

学
問
で
の

創
造
も

倫
理

的
に

正

し
い

行
為
で

あ
り、

創
造

の

道
は

道

徳
的
完
成
や

宗
教
的
完
成
に

も

通
じ

て

い

る
。

そ

し

て
、

ど

の

よ

う
な

人
間
に

と

っ

て

も
、

目
々

の

生
活
が

日

々

新
た

な

創
造

と

な
る
べ

き

な

の

で

あ
る

。

人
生
に

対
す
る

創
造
活
動
は

人

間
の

特
権
と
い

う

よ

り

む

し

ろ

義
務
で

あ
り

、

生

活
の

全

領
域
に

わ
た
っ

　
　

　
　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　
　

　
　
　

（
25｝

て

行
わ
な

け

れ

ば
な

ら

な
い

道
徳
的
至
上

命
令
と

も

い

う
べ

き

も
の

で

あ
る

。

　

芸
術
の

創
造
に

そ

の

端
的
な

例
が

あ
る
よ

う
に

、

創
造
は

そ

も
そ

も

想

像
力
に

由

来
す
る

が
、

そ

れ

は

人
間
が

通
常
の

意
識
に

お

い

て

自
覚
し

操
作
す

る

よ

う
な

概
念
に

あ
る
の

で

は

な

く
、

む

し

ろ

無
意

識
的
あ
る
い

は

深
層
意
識
の

中
か

ら

イ

メ

ー

ジ

と

し

て

奔
出
す
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る

も

の

で

も

あ
る

。

文
化
が

健
全
に

発

展
し

、

そ

の

中
で

人
々

が

自
己
を

形
成
し

て

い

る

と

き

は
、

人
間
の

深
層
に

あ

る

生
の

動
的
エ

ネ

ル

ギ
ー

も

健
全
に

展
開
す

る
。

宗
教
や

芸

術
、

祭
儀
や

風

習
は

多
く
の

象

徴
で

満
ち

て

い

る

の

で
、

活
気
に

あ
ふ

れ

た

生
を

営
む
こ

と

が

で

き

る
。

そ

し

て
、

変
革
の

時
代
に

お

い

て

個

人
が

危
機
に

な

る

と
、

更
な

る

動

的
エ

ネ
ル

ギ
ー

が

奔

出
し

て

く
る
こ

と

に

な

る
。

　

た

だ
し

、

こ

の

超

越
的
イ

メ

ー

ジ

も
い

っ

た

ん

人
間
に

よ
っ

て

現
実
の

姿
を

取
っ

て

し

ま

う
と

、

や

は

り
こ

の

世
の

所
産
と

し

て

の

有
限
性
や
相

対
性
を

免
れ

得
な
い

。

創
造
に

よ

り
こ

の

世
に

実
現
さ

れ

た

も
の

は
、

ど
の

よ

う
な
も
の

で

あ

れ
、

い

ず
れ
も

有
限
な

も

の

に

変
じ
て

し

ま

う
。

こ

れ

は

悲

劇
的
な
こ

と

か

も

し

れ

な
い

が
、

逆
に

こ

の

創
造

物
が

絶
対
化
さ

れ

て
、

そ

れ

以
上

の

創
造
活
動
が

停
止
し

て

し

ま

え

ば
、

世
界
は

あ

り
え

な
い

「

完
成
」

を

見
る

こ

と

に

な

る

だ

ろ

う
。

そ

れ

は

「

偶

像
崇
拝
」

と

な
る

で

あ

ろ

う

し
、

こ

の

世
は

も
は

や

創

造
と
い

う

使
命
な

き

人
間
の

世
界
と

な
っ

て

し

ま

う

こ

と

に

な

る
。

そ

の

よ

う
な

状
態
が
起
こ

る

と

す

れ

ば
、

こ

れ
こ

そ

独
り

占
め

さ

れ

た

真
理
（
モ

ノ

ロ

ゴ

ス
）

の

極
致
で

あ
る

。

そ
こ

で

は
、

絶
対
に

つ

い

て

の

相
対
的
創
造
を
絶
対
化
す
る

と

い

う
愚
が

犯
さ

れ

て

い

る

の

で

あ
る

。

　

深

層
心
理

学
的
見
地
か

ら
、

こ

れ

が

自
我
の

イ

ン

フ

レ

ー
シ

ョ

ン

に

陥
っ

た

状
態
で

あ
る
こ

と

を
指

摘
し

た

の

は
、

E
・

ノ

イ
マ

ン

で

あ
る

。

自
我
の

イ
ン

フ

レ

ー
シ
ョ

ン

と

は
、

い

わ
ば

絶
対
者
と

同

化
し

た

自
我
の

幻
想
の
こ

と

で

あ
る
が

、

こ

れ

が

自
ら

の

内
な

る

影
（

否
定
的
要

素）

と

し

て

猛
威
を

振
る
っ

た

と

き
、

宗
教
の

場
面
に
お

い

て

は

不

信
仰

者
に

対
す
る

抑
圧
や

異
教
徒
へ

の

弾
圧
が

起

こ

る
。

し

か

し
こ

れ

を

自
ら

の

影
と

し
て

受
容
す

る

な

ら

ば
、

こ

の

幻
想
は

縮
小
す

る

こ

と

に

な

る
。

そ
こ

で

は
、

自
我
は

小
我
と

し

て

察
知
さ

れ
、

そ

の

否
定
を

通
じ

て

広
く

他
者
へ

と

開
か

れ

る
。

小

我
は

結
局、

「

自
己
」

す

な

わ

ち

全
人

格
構
造
の
一

部
分
に

過
ぎ

　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　
（
26〕

な
い

の

で

あ
る

。

新
し

い

倫
理

は
、

人

格
の

部
分
的
な

支
配
を

拒
否
し

、

倫
理

的
行
為
の

基
盤
と

し

て

全
人
格
を

要
求
す

る
。

そ

し

て
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全
人
格
の

肯
定
は

、

ほ

か

な

ら

ぬ

自
己

及
び

他

者、

「

我
」

と

「

汝
」

の

肯
定
で

あ
る

。

こ

の

よ

う
な

全

人

的
倫
理

は
、

自
ら

の

影
の

も

つ

エ

ネ
ル

ギ
ー
の

法
則
を

考
慮
に

入
れ

、

自
ら

の

悪
を
も

創
造
的
エ

ネ
ル

ギ
ー

に

転
化
す
る
の

で

あ
る

。

　

か

く
し
て

、

現
実
の

宗
教
も

ま

た
、

実
現
さ

れ

た

創
造
と

し

て

の

有
限

性
・

相
対
性
を

持
つ

。

こ

の

よ

う

に

考
え
た

場
合

、

自
ら

信

仰
す

る

宗
教
で

世
界
中
の

人
々

を

束
ね

て

い

こ

う
、

こ

の

教
え

で

世
界
を

統
一

し
よ

う
と

す
る

発
想
は

、

独
り

占
め

さ

れ
た

真
理
の

帝

国
主

義
の

よ

う
に

な

る
。

宗
教
も

ま

た

人
間
的

営
為
な

る

が

ゆ

え

に
、

絶
対
化
さ

れ

る
べ

き

で

は

な
い

。

世
界
が

さ

ま

ざ
ま

な

国
か

ら

成
り

立
ち

な

が

ら
平

和
裡
に

共
存
し

、

世
界
が

さ

ま

ざ
ま

な

言
語
で

あ
ふ

れ

な

が

ら

互
い

の

言
語
を

尊
重
し

あ
い

学
び

合
う
よ

う
に
、

世
界
が
さ

ま

ざ

ま

な

宗
教
の

共
存
と

繁
栄
の

巾
に

平
和
が

保
た

れ

て

い

く

こ

と

こ

そ
、

望
ま

し
い

と

思
う
の

で

な

け
れ

ば
な

ら

な
い

は

ず
だ

、

こ

こ

で

も
ま

た
、

自
分
た

ち

と

は

異
な

る

他
者
の

こ

と

を
ど

こ

ま

で

思
い

や

れ

る

か

と
い

う

想

像
力
が

要
求
さ

れ

る
。

　
一

宗

教
で

真
理
が

独
り

占
め

さ

れ

る

の

で

は

な

く
、

対
話
を

通
じ

て

共
に

真
理
を

分
か

ち

合
う

姿
勢
が

求
め

ら

れ

る
。

こ

れ
が

宗
教

間
対
話
で

も

あ

る
。

近

年
、

こ

と

さ

ら
宗

教
間
対
話
が

喧

伝
さ

れ

る

よ

う
に

な
っ

た

の

も
、

い

か

に

宗
教
が

真
の

意
味
で

対
話
し

て

い

な
い

か

を
示

す
も
の

で

あ
る

。

し

か

し
、

宗

教
同
士

が

対
話
す

る

の

で

は

な
い
、

本
当
は

宗

教
者
で

あ

る

人

間
が

対

話
す

る

の

で

あ

る
。

そ

こ

で

自
ら

の

信
じ

る

宗
教
も

ま

た

他
者
に

直
面
し

て
、

自
ら

の

有
限

性
を

自
覚
し
、

対
話
す
る

人
間
も

自
己

を

揺
る
が

せ

ら

れ

て
、

と

き

に

自

分
自
身
の

全

面
的
な

見
直
し

を
迫
ら

れ

る

こ

と

に

も

な

ろ

う
。

こ

こ

か

ら
こ

そ、

諸
宗
教
が

共

有
し

う
る

新
た

な

真
理

が

創
造
さ

れ

る

の

で

あ

る
。

ブ

ー
バ

ー

は
、

宗
教
が

自
己

を

放
棄
し

よ

う

と

す

る

宗
教
で

あ

る

な

ら

ば
、

そ

れ
は

冒
険
で

は

あ

る
が
、

「

動
脈
を

流
れ

る

血

液
」

と

な

る

け
れ

ど

も
、

人
々

か

ら

保
証
さ

れ

確
信
さ

れ
、

体
系
と

し

て

安

定
し

た

宗
教
で

あ
る

な

ら

ば
、

そ

れ

　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
（
27）

は

「

循
環
を

停
止
し

た

血

液
」

で

あ
ろ

う

と

述
べ

た
。

現
実
の

宗
教

間
対
話
は

、

果
し

て
こ

の

よ

う
な

逆
説
と

創
造
の

境
地
に

ま
で

達

し

て

い

る

で

あ
ろ

う
か

。

（426） 138
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お

わ

り
に

　

以

上
、

私
は
ブ

ー
バ

ー

の

対

話
的

原
理

か

ら
説
き

起
こ

し

て
、

こ

の

原
理

に

含
ま
れ

る

逆

説
と

創
造
の

契
機
を

見
出
し

、

そ

れ
を
倫

理

的
か

つ

宗
教

的
な

独
自
の

人
間

学

蕚
筥
鼬

8一
〇
αq
網

と

し
て

定
式
化
す

る

試
み

の
一

端
を

示
し

て

き

た
。

対
話
的
原
理
と

は

相
互
に

分
か

ち

合

う

開
か

れ

た

真
理

で

あ
り

、

こ

の

関

係

性
の

中
で
、

人
々

の

心

魂
を

無

限
に

開
か

せ

て

く

れ
る

も

の

で

あ

る
。

「

我
」

は

「

汝
」

と

し

て

の

他
者
の

対
面
の

中
で

人

格
的
反
響
を
起
こ

し

て
、

自
己
の

深
層
に

ま

で

到
る

衝
撃
を
受
け
る
こ

と

も
あ

る

か

も

し

れ

な
い

。

し
か

し
、

そ

れ
で

も

対
話
的
原
理
に

基
づ

く

倫
理
は

、

自
分
の

眼

前
に

出
現
す

る
一

切
の

他
者
に

第
二

人
称
的
な
つ

な

が

り
を

持
つ

よ
う
に

命
じ

る
。

衝
撃
も

大
き

い

か

も
し

れ

な
い

が
、

そ
こ

か

ら

生
み

出
さ

れ

る

新
た

な

創

造
も

ま

た

大
き
い

の

で

あ
る

。

対
話

　
　
　
　

　

　

　
　
　
　
　
　
　

　

　
　
　
　
　
　
　

　

　
　
　
　
　
　
　

　

　

　
　
　
　
　
　
　

　

　
ヒ
ュ

　

マ

ノ

ロ

ジ

モ

が

逆
説
を
は

ら

み

つ

つ

も

創
造
的
な

営
み

で

あ
る

ゆ

え
ん

も
こ

こ

に

あ
る

。

倫
理

的
・

宗
教
的

人

間

学
は

、

こ

の

対
話
的
原
理

に

よ

　
　
　
　
ア
ン

ソ

ロ

ポ
ロ

ジ

　

り

従
来
の

人

間

学
を

踏
み

越
え

た

逆
説
的

・

創
造
的
人
間
理
解
を

も

た

ら

す
も
の

で

あ
る

。

N 工工
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対話的倫理 の 宗教的人間学的展望

註
（
1

）

　
入

称
を

鍵
概
念
と

し
た

本
稿
で

の

倫
理

学
的
・

人
間
学
的

問
題
設

定
に

つ

い

て

は、

ブ
ー
バ

ー
や

児
島

洋
に

依
拠
す
る

と

こ

ろ

が

大
き

い

が、

そ

の

　
　
嚆
矢
は

グ
レ

ー

ト

イ
ゼ

ン

に

あ
る

。

じdo

尋
即

益
O
「

o

簿

冨
栃
 

戸

き
軌

、

爰
愚
ミ
笥
曹

工

ミ
貯
愚
ミ

薦
措噌

ζ

冒
o
げ

魯
（
O
匚
Φ

ロ

ぎ
ロ

薦
）曽
H

露
゜。Ψ

幹

島
−

降

9

　
　
プ

ー
バ

ー

は、

グ
レ

ー
ト

イ
ゼ
ン

を
引
用
し
つ

つ
、

こ

の

よ

う
な
第
三

者
的
問
題
提
起
で

は
、

人
間
は

本

来
的
な

問
題
と
は

な

り
え

な

い

と

述
べ

て

い

　
　
る
。

7
肆
「

怠
⇒

じd
＝
げ
 

斜

b
毳

 

ご
ミ
鴨

§

職

塁

ミ
§
宥
譜

§’
一

罐
c。−

O
痒
曾
阻
c7

（

O
陣
Φ

閉一
〇
け
Φ
「

＜
o
「

置
帥身

ぴ
餌

昜）
”
卜。

OO8

ω゚

器．

児
島
洋
訳
『

人
間
と

　
　
は

何
か
」

理

想
社

、

］

九
六

〇
年、

二

五

頁
。

児

島
洋
は、

単
な
る
一

人

称
の

主
観
主
義
や
三

人
称
の

客
観
主
義
よ

り
二

人
称
の

人

格
的
優
位

性
を
強

　
　
調
し

て

い

る
。

児
島
洋
『

哲

学
的
人
間
学
序
説
　
　
モ

ナ

ド

と

汝
』

九

州
大
学
出
版
会、

二

〇

〇
五

年、

三

二

九
頁
参
照。

児
島
は

現
象
学
的
方
法
論

　
　
を

援
用
し
つ

つ
、

ブ

ー
バ

ー
の

対
話
論
哲
学
を

批

判
的
に

継
承
し
て

い

る

が
、

彼
は

謙
虚
な
口

調
で

「

第
二

人
称

哲
学
」

の

門
凵

ま

で

到
達
し
た
と

述

139 （427）
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べ

て

い

る
。

（

2
）

7
冨
「
叶

ぎ

切

三
〕

¢
罫
、．

汀
ぴ

¢

コ
ユ

Uo
、、

ρ

露
ω）
曽

b
毳

ミ
ミ
鴣
蹄
昏

ミ

聖
冨
恥

鳶一
〇

葺
Φ

議
δ
げ

（
○
口
什

Φ
同

巴
o
『

震

く

鴎
冨
鋤q
ぴ
p
＝
°っ
）

』
8
ρ

6c
」

ρ

もo°
｝

O
ω゜

ブ

　
　
ー

バ

ー

（
植
田
重

雄
訳
）

『

我
と

汝
・

対
話』

岩

波
文

庫、

一

九
七
九
年、

一
→

−

］

二

頁、

一

二

七
1
…

二

八
頁。

（

3
）
　
対

話
の

非
対
称
性
に

つ

い

て

鋭
い．
小

唆
を

行
っ

た

の

は

柄
谷
行
人
で

あ
る

。

柄
谷
は、

死

者
や

未
来
の

人

間
と

の

関
係
は
、

コ

ミ
ュ

ニ

ケ

ー

シ

ョ

ン

　
　
の

理

論
に

お

い

て

基
礎
的
で

あ
る

と

述
べ
、

問
主

観
性
や

公
共
的

合
意
の

レ

ベ

ル

に

対
話
を
限

定
し

て

は

な
ら
な

い

と

言
う

。

柄
谷
行
人

『

倫
理

21
』

　
　
平
凡

社、

→

九

九
九
年、
一

＝
ニ

ー
一
一

四
頁
参
照

。

（
4
）

　
大
谷

愛
人
他
『

現

代
倫
理

学
の

諸
問
題
』

慶
應

通
信、

一

九
七
八

年
、

二

四

六

1．
一
四

九

頁
参
照

。

大
谷
に

よ
れ

ば、

「

デ

ィ

ア

ロ

ゴ

ス
」

が

そ

こ

　
　
に

響
い

て

い

る

言
葉
（
対

話、

デ
ィ

ア

ロ

ー
グ）

こ

そ
、

木
質
的
に

人

間
の

倫
理

を

肯
定
す
る

言
葉
で

あ
り、

ど

ん

な

に

多
数
の

人
々

と

話
し

合
い

が

　
　
な

さ

れ
て

い

て

も、

「

モ

ノ

ロ

ゴ

ス
」

の

原
理

が
そ

こ

に

支
配
し

て

い

る

な

ら

ぼ、

そ

こ

で

の

言
葉
は

倫
理

に

対
し
て

否

定
的
で

あ
る

と

い

う。

本
稿

　
　
を

論
述
す
る

に

あ

た

っ

て

も
、

こ

う
し
た

問
題
提
起
は

大
き

な

示
唆
を
与
え
て

く

れ

た
。

（
5

）

　

大
谷
愛
人、

同
書、

二

四

九
−

二

五

〇
頁
参
照。

な
お
、

大
谷
は

こ

の

論
述
に

続
き

、

デ

ィ

ア

ロ

ー

グ

の

更
に

根
本
的
な
論
点
を

提
石

す
る

議
論
と

　
　
し
て
、

ブ
ー

バ

ー

の

「

根
源
語
」

と

し
て

の

「

我
と

汝
」

に

つ

い

て

論
じ

て

い

る
。

（
6

）

　
窰
費
冖

ぎ

じd
昌
の

「

λ
＼

ミ
軋

吻

ミ

蕊

§
靴

鴕

ミ
罫
§
晩‘

津
帆

味

譜
笥

鑿
亀

ミ
ミ

暮
§
硫

愚
ミ
笥

昏

詠

§

〉
毳

ミ

意
鴣
暗

丶

（
一

霧
じ坤

出
Φ

置
 一
び
Φ

蹟
（

訂
ヨ
び
 

ヰ

　
　
oQ

畠
⇒

巴
α

霆）

翼

霧
 ”
ω゚

置゚

ブ

ー

バ

ー

（
稲
葉
稔

訳
）

「

原

離
隔
と

関
わ

り
」

（

『

哲

学
的
人

間
学
」

著
作
集
第
四

巻、

み

す
ず
童
旦

房、

】

九
六

九

年
）

、

　
　
七
頁

。

（
7）
　

竃
餌

「

菖
コ

ロロ
ニ
ぴ
 

が
．、

国

δ
B
 

準
o

α

o
ω

N
毛
冨
o
び
Φ

コ

已
 

濤
o
げ
o
コ．、
（
這
密
γ

ご
毳

ミ
ミ
堯
蹄
昏

ぎ
丶

・

尋
爲
鷽埴
Gっ゜
卜⊃

G 。

9
　
ブ
ー

バ

ー

（
佐
藤
古
明
・

玲
子
訳
）

　
　
「

人
問
の

間

柄
の

要
素
」

（
『

対
話
的
原
理
H

」

著

作
集
第
二

巻、

み

す
ず

書
房、

一

九
六

八

年）
、

」

〇
四

頁
。

こ

こ

で

飛
躍
と

訳
し

た
原
詒
は

霊
亭

　
　
零
『

≦

ヨ
鵬

窪
で、

邦
訳
で

は

「

飛

降
」

と

な
っ

て

い

る
。

（
8）
　
7
賦
陣

ぎ

しd
ロ
σ

 
  ．
N
ノ

乱

靄
℃

蕁
o
『
Φ、．

ρ

露
¢）

M

黥
の

ミ
ミ
龕
蹄

忘
鴨

ミ
鳶
N
彎u6c

°

窓
8
　
ブ
ー

バ

ー
「
我
と

汝
・

対
話
』

、

二

〇
六

頁
。

（

9）
　
ζ
貫
口
o

閑
⊆

σ

9
．．

N
≦圃
o
ω

℃

蛬
魯
Φ

詳

ω゜
一

 
゜。

山
＄°

ブ
ー

バ

ー

『

我
と

汝
・

対

話
』

、

二

〇
七

頁
。

（

10
）
　
7
貯
吐

ニ
コ

Uu
ロ
ぴ
o
想

黥
勃

、
着
贈

貯
ミ

軌

篝

ミ
§
切

寒

§一
しり

」
 

 ．

ブ
ー

パ

ー

『

人
間
と

は

何
か
」

、

一

七

五

頁
。

（
H
）

　

≧
鬻
什

冒

じ⇔
匚
σ
Φ

お

、、
日
Φ

ヨ
Φ

暮
Φ

匹
Φ
・゚

N
≦
冨
o
ぴ
Φ一冒
ヨ
Φ

塗
07

Φ

コ、
ご

oり．

培
 ．

ブ

ー
バ

ー
「

人

間
の

間
柄
の

要
素
」

、

九
二

頁
。

（
12
）

　
金
子

昭
「

人
間
性
に

基
づ

く
新
し

い

哲
学
的
人

間
学
の

方
法

論
的

探
求

−
と

く
に

ブ
ー

バ

ー

の

対
話
論
的
人
間
探
究
を
手
掛
か

り

に
」

（
『

哲
学
』

　

第
伽

集、

慶
應
義
塾
大

学
三

田

哲
学
会、

二

〇

〇
八

年）
、

一

〇
一
　
一

二

二

頁
を
参

照
。

本
稿
は

こ

の

論
文
の

延
長
上

に

あ
る

が
、

こ

の

新
し

い

人

　
　

間
学
の

淵
源
は
、

シ

ェ

ー

ラ

ー

や

ゲ

ー
レ

ン

な
ど

の

い

わ

ゆ

る

従
来
型
の

哲
学
的
人

間
学
（
人

類
学）

者
た

ち

か

ら

で

は

な

く
、

ヒ

ュ

ー

マ

ニ

ス

テ

ィ
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対話的倫理 の 宗教 的人 聞学的展 望

　
　
ッ

ク

な
人

間
探
究
者
と
し
て

の

プ

ー

バ

ー
を

始
め

と

し

て
、

ペ

ル

グ
ソ

ン

や

ベ

ル

ジ
ャ

ー

エ

フ

に

連
な
る

流
れ

に

位
置
づ

け

ら
れ

る
。

〔
13
）
　
和
辻
哲

郎
『

人
問
の

学
と

し

て

の

倫
理
学
』

岩
波
書
店

、

一

九
八

五

年
〔

初
版
一

九
三

四

年〕
、
、

冖

Ol

二
一

頁
を

参
照。

（
14
）
　

和
辻
を

援
用
し

な

が
ら、

末
木
文

美
士

は

倫
理
の

定
義
を
こ

う

語
る

が
、

そ
こ

で

は

最
初
か

ら

倫
理
の

範
囲
が

狭
く

固
め

ら
れ
て
、

他
者
と

し

て

の

　
　
死
者
を
倫
理
の

手
に

負
え
な
い

も
の

と

し

て

し

ま

っ

て

い

る
。

末
木
文

美
士

『

仏
教
職

倫
理
』

ち

く
ま

新
書、

二

〇
〇
六

年、

末
木
文
美
士

『

他
者
／

　
　
死
者
／
私
　
　
折
［

学
と

宗
教
の

レ

ッ

ス

ン
』

岩
波
書
店、

二

〇
〇
七

年
を
参

照
。

（

15
）
　
ン・
鼠
「
叶

冒

ゆ

暮
¢

が
．．

N

言
霧
胃
国
゜

け
Φ・．讐
oD°
H
 

堕

　
ブ

ー
バ

ー

『

我
と

汝
・

対
話
」

、

二

〇
一

頁
。

（

16
）
　
フ

イ

リ
ッ

プ
・

ウ

ィ

ー
ル

ラ
イ
ト

（一．一

谷
好
憲
訳）

「

プ

ー
バ

ー
の

哲
学

的
人
間

学
〔

原
著
一

九
六
七

年
〕

」

（

『

ブ
ー

バ

ー

研
究
」

著
作
集
第
十
巻、

　
　
み

す

ず
書
房、

一

九

七
〇
年）

、

二

七

−
二

八

頁
。

ウ

ィ

ー
ル

ラ

イ
ト
は
、

単
独
者
を

基

本
概
念
と

す
る

キ

ル

ケ

ゴ

ー
ル

の

人

間
学
を

「

小
乗
仏
教
」

　
　
に

な
ぞ

ら
え、

こ

れ

に

対
し
て

ブ

ー
バ

ー

の

「

大
乗
仏

教
」

的
意
義
を

強
調
し

て

い

る
。

（

17
）
　
国
 

づ
「
画

bJ
興
ぴq
ω

o
戸

卜

塁

譜
鬟
恥

o
陵

ミ
翁

魯

ミ

ミ
o

ミ
辭

ミ

魯
ミ

盡
丶

避
帆

§
 
霹
卜。・
勺

彎
訂
（
O
＝

母
時一
げq
Φ

＼

℃

d
国
と

這
。。

。 。

も゚

靄．

ベ

ル

グ
ソ

ン

（
森

　
　
11
美

都
男
訳）
「

道
徳
と

宗
教
の

二

つ

の

源
泉
」

（
『

世
界
の

名
著
64
　
ベ

ル

グ
ソ

ン
』

中

央
公

論
社

、

一

九
七
九

年）
、

三

〇
八

頁
。

（

18
）

　
〉
ぎ
Φ

陰

ω
o
『

萋
Φ

詳
N
Φ
『｝

映
ミ
蛛

ミ
醗

ミ
ミ

蹴

肉
蕁
簿

（

H

縄
ω

ぎ

O
覇
黛

ミ
ミ
災
尉

譯
尋
恥

卜。

L
≦
口
昌
o
げ
Φ

⇒

（
0°
＝°
ゆ
Φ

9
【

と

しQ°
し。

諱゚

　
シ

ュ

ヴ
ァ

イ
ツ

ァ

ー
（
氷

　
　
卜
英

廣
訳）

『

文

化
と

倫
理
』

著

作
集
第
七

巻
、

白
水

社、

一

九
六
四

年、

三

〇
七

頁
。

そ
の

よ

う
な

倫
理

は

倫
理

的
神
秘
主

義
と

も

い

う
べ

き

性
格

　
　
を
持
つ

も
の

で

あ
り、

シ

ュ

ヴ
ァ

イ
ツ

ァ

ー

自
身
は

こ

れ
を

「

生
へ

の

畏
敬
の

倫
理
」

と

し

て

定
式
化
し
た

。

（
19
）
　
八

木
誠
一

『

宗
教
と

は

何
か
』

法
藏
館、

一

九

九
八

年、

二

四

六

−
二

四
七

頁
。

八

木
は

、

こ

の

「

自
己
」

の

次
元
を

パ

ウ

ロ

の

内
な

る

人
（

ロ

ー

　
　
マ

七
・

22）

に

引
き

付
け
て

論
じ
て

い

る
が
、

彼
の

議
論
は

必
ず
し

も
キ

リ
ス

ト

教
含
意
に

捉
わ
れ
ず、

も
っ

と
一

般
的
な

視
座
で

読
み

解
け
る

も

の

　
　
で

も

あ
る

。

（
20
）
　
畧
胃
江
ロ
】
W
二
σ
 

が
、．

N
タ・
δ

咢
蕁
聾
叺、woD

］
瞠
山
幽

9

　
ブ

ー
バ

！
『
我
と

汝
・

対
話
』

、

一

七
八
頁

。

（
21
）
　
ζ

寶
江
目

じ」
＝
σ
¢

び
．．

剛

魯
¢

邑
∪
信、
！

ω゜
°。

戯゜

「

我
と

汝
・

対
話
』

、

一

9．一
頁

。

（
22
）

　
ベ

ル

ジ
ャ

ー

エ

フ

（

野
口

啓

祐
訳）

『

人

間
の

運

命

−
逆

説
的

倫
理

学
の

試
み

〔

原
著
一

九
三
一

年〕
』

著
作

集
第
三

巻、

白
水
社

、

一

九
六

六

　
　
年、

五

三

七

頁
。

（

23
）

　
ベ

ル

ジ

ャ

ー

エ

フ
、

同

書、
．

　
九
］

1
二

九
二

頁
。

（
24
）

　
ベ

ル

ジ
ャ

ー
エ

フ

（
志
波

＝
品

・

重
原

淳
郎
訳）

『

わ
が

生
涯

　
　
哲
学
的
自
叙

伝
の

試
み

〔

原
著
一

九
四

九

年
〕

』

著
作
集
第
八

巻、

白
水

社、

一

　
　
九
六
一

年
、

二

八

四

頁
。

（
25
）

　
ベ

ル

ジ
ャ

ー
エ

フ

『
人
問
の

運
ム

甲
1
ー
逆
説
的
倫
理

学
の

試
み
」

、

二

九
九
頁

。
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（

26
）
　
ノ

イ
マ

ン

（
石
渡

隆
司
訳
）

『

深
層
心
理

学
と

新
し

い

倫
理
〔
原
著
｝

九
四
八
年
ご

人
文
書
院、

］

九
八

七

年
、

（
27
）

　
ζ
費
鉱
コ

じd

昏
Φ

「】
．、

N

§
醗
o

惹

魯
o、、、
○魔゜

属
噂゜

ブ

ー
バ

ー

『

我
と

汝
・

対
話
』 、

二

〇
ニ

ー
二

〇
三

頁
。

一

〇
一

頁
。
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