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論
文
要
旨
〉

　
現
代
は

宗
教
と

倫
理
の

相
剋
の

時
代
で

あ
る

。

し

か

し

こ

の

相
剋
は

必
ず
し
も

現
代
固
有
の

現
象
で

は

な

く
、

宗
教
の

側
か

ら
は
古
代

　
の

イ
サ

ク

献
供
物
語、

倫
理
の

側
か

ら
は

ア
リ
ス

ト
テ

レ

ス

の

倫
理
学
以

来、

繰
り
返

し
指

摘
さ
れ

て

来
た
。

後
者
に

つ

い

て

は

カ

ン

ト、

和
辻
ら
の

　
批
判
が

あ
り、

特
に

和
辻
は

空
の

哲

学
か

ら

倫
理
の

宗
教

的
基

礎
に

つ

い

て

語
っ

た
。

し

か

し

和
辻
自
身
は

そ

の

構
想
を

貫
徹
し

た
と

は

言
え
な
い

。

　
ま

た
前
者
に

つ

い

て

は、

キ
ル

ケ
ゴ

ー

ル
、

レ

ヴ
ィ

ナ
ス、

西
田
幾
多
郎
ら
の

解

釈
が

注
R
さ

れ
る

。

特
に

西
旧
の

絶
対
矛
盾
的
自
己
同
一

的
神
琿
解

　
は
、

こ

の

物
語
の

新
た

な

読
解
の

た
め

に

示
唆
を
与
え
る

。

こ

れ
ら
を

踏
ま

え
、

あ
わ

せ

テ

ィ

リ
ッ

ヒ

の

思
索
を

顧
み

る

時
、

我
々

は

「

宗
教
」

「

倫

　
理
」

両
概
念
と

も
に

再
解
釈
す
る
こ

と

を

追
ら

れ
る。

そ
の

結
果、

宗
教
と

は
主

観
客
観
図
式
を

超
え
た

無
制
約
的
な

も
の

と

関
わ
る

こ

と

で

あ
り、

　
倫
理
と

は
人

格
の

統
合
を

促
す
形
で

他
者
と

の

共
生
を
指
示
す
る

理
路
で

あ
る

と

再
定
義
さ

れ
る

。

こ

う
理

解
し

直
す

時、

両

者
相
剋
の

克
服
の

方
途

　
も
ま

た
、

見
え
て

来
る

に

違
い

な
い

。

〈
キ
ー

ワ

ー

ド
〉

　
無
制
約
的
な

も
の、

共
生
の

理
路、

ア

ブ

ラ
ハ

ム

の

イ
サ

ク
献

供
物
語

、

絶
対
矛
盾
の

自
己

同
］
、

和
辻
倫
理
学
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宗
教
と

倫
理
の

相
剋
と

調
和

　
「

殺
す
な

か

れ
」

と
い

う

戒
め

は
、

キ

リ
ス

ト

教
の

十
戒
や

仏
教
の

五

戒
等
に

共

通
し

、

宗

教
が

認

め

る
、

否
、

総
じ

て

人
間
が

社

　
　
　
　
　
　

　

　
　
　
　
　
　
　

　

　

　
　
　
　
　
　
　

↑）

会
生

活
を

営
む

際
の

、

普
遍

的
な

倫
理

の

は

ず
で

あ
っ

た
。

し
か

し

現
代
の

宗
教
は
、

一

神
教

同
士
の

抗
争
に

お

い

て

殺
し

合
い

を

是

　
　
　
　
　
　

　

　
　
　
　
　
　
　

　

　

　
　
　
　
　
　
　

　

　
　
　
　
　
　
　

　

　
　
　
　
　
　
　

　

　

　
な

み

　
　
　

　
　
　
　
　
　

　
か

と

す
る
か

の

よ

う
で

あ
り

、

ボ

ア

と

称
し

て

教

団
に

都
合
の

悪
い

人

間
を

殺
し

た
。

宗
教
は

倫
理
を

蔑
し

、

こ

れ

に

剋
と

う

と

す

る
。
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こ

く

倫
理
は

倫
理
で

宗
教
を

剋
し

て

自
律
的
な

原
理
を

求
め
、

現

代
の

応
用
倫
理

は
、

社
会
生

活
の

ル

ー
ル

作
り
に

自
己
の

課
題
を

限
定
し

て

い

る

よ

う
に

見
え

る
。

現
代
は

、

宗
教
と

倫
理
が

共
に

自
律
性
を

主、
張
し

、

相
互
に

対
立

す

る
、

両
者
相
剋
の

時
代
で

あ
る

。

　
こ

う

し

た

相
剋
が

指
摘
さ

れ

る
の

は

然
し

、

必
ず
し

も

現
代
に

限
ら

な
い

。

古

代
の

ア

ブ
ラ

ハ

ム

に

よ

る

独
り

子
イ
サ

ク

献
供
の

物

　
　

　

　
　

　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　
（
2）

語
（
『

創

世
記
」

一
．

二

章）

に

寄
せ

て
、

近

代
に

は

キ
ル

ケ
ゴ

ー
ル

が

「

倫
理

的
な

も
の

の

目

的
論

的
停
止
」

を

語
っ

た

こ

と

な

ど

は
、

そ

の

典
型

で

あ
ろ

う
。

殺
し

て

は
な

ら

な
い

と
い

う
倫
理

は

普
遍
的
に

妥
当
す
る

は

ず
だ

け

れ
ど

も
、

宗
教
と
い

う
よ

り

高
い

目

的
の

前
に

長
子
の

献
供
と

し

て
一

時
的
に

失

効
す

る

こ

と

が

あ
る

と
い

う
の

が
、

そ

の

主
張
だ
っ

た
。

　
こ

の

主

張
を

め

ぐ
っ

て
、

ア

ブ

ラ
ハ

ム

物
語
は

結
局

、

神
に

よ
っ

て

子

殺
し

が

制
せ

ら

れ

（
同
二

二

章
12
節）
、

倫
理

が

回

復
す

る

と

　
　

　

　
　

　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　

　
　

　

　
　

　
〔
3）

こ

ろ

に

真

骨
頂
が

あ
る

の

だ
か

ら
、

キ
ル

ケ

ゴ

ー

ル

の

主
張
は

的
外
れ

だ

と

批

判
し

た

の

は
、

レ

ヴ
ィ

ナ
ス

で

あ
っ

た
。

だ

が

的
を

外

し

て

い

る

の

は
、

私
見
に

よ

れ

ば
恐

ら

く
レ

ヴ

ィ

ナ

ス

の

方
で

あ
っ

て
、

キ

ル

ケ
ゴ

ー
ル

自
身、

『

恐
れ

と

戦
き
』

の

後
半
で

は
、

ア

　
　

　

　
　

　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　（
4）

プ
ラ
ハ

ム

物
語
が

倫
理

の

回

復
で

終
わ

る

こ

と

も

重
々

重

視
し

て

い

る

の

で

あ
る

。

し
か

し

話
が

丸
く

収
ま

る

前
に
、

倫
理

と

宗
教
の

葛
藤
・

相
剋
が

起
こ

る

場
面
が

あ
る

と
い

う
こ

と

を
、

キ
ル

ケ
ゴ

ー
ル

は
こ

の

著

作
の

前
半
で

指
摘
し

た
の

だ
っ

た
。

い

ず

れ

に

せ

よ

キ
ル

ケ
ゴ

ー
ル

も
レ

ヴ
ィ

ナ
ス

も
、

そ

し

て

恐
ら

く

イ

サ

ク

献
供

物
語

自
体
も
、

倫
理
と

宗
教
の

相
剋
に

注
［

日

し
つ

つ
、

し

か

し

終
の

眼

差
し

は

そ

の

先
の

調
和
へ

と

注
が

れ

て

い

た
。

　
で

は

現
代
の

我
々

は
、

両
者
の

相
剋
の

先
に
、

こ

う
し
た

幸
福
な

調

和
を
、

果
た

し

て

語
り

得
る

の

で

あ

ろ

う
か

。

本
稿
は

差
し

当

た
っ

て
、

こ

の

よ

う
な

問
い

に

出
発
す

る
。
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宗教 と倫理 の 相剋の時代 に

二

　
倫
理
学
の

三

大
体
系
と

そ

の

原
理

　

右
に

挙
げ
た

の

は
、

宗
教
が

倫
理
を

蔑
す
る

例
だ

が
、

倫
理

は

倫
理
で

宗

教
を

蔑
し
、

自

律
的
原
理

を

求
め

る
。

そ

れ

も
現
代
に

限

ら

ず
、

古
代
か

ら
の

趨
勢
で

あ
っ

た
。

古
今
東
西
の

倫
理

学
の

三

大
体

系
と

し

て
、

古
代
の

ア

リ
ス

ト
テ
レ

ス
、

近

代
の

カ

ン

ト

と

並

ん

で
、

現
代
で

は

我
が

和
辻
哲
郎
の

倫
理

学
を

挙
げ
て

も
、

あ
な

が

ち

我
田

引
水
と

は

な

ら

な
い

だ
ろ

う
。

今
か

り
に

こ

れ
ら

の

倫
理

学
の

根
本
原
理
と

、

そ

れ
へ

の

批
判
に

つ

い

て

簡

単
に

暼
見
し

て

お

こ

う
。

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
（
5〕

　

ア

リ

ス

ト

テ
レ

ス

は
、

師
プ

ラ

ト
ン

の

イ
デ
ア

論
を

批
判
し

、

宗
教
的
色

彩
を

払
拭
し

た

倫
理

学
を
企

図
し

た
。

そ

し

て

彼
の

所
謂

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　（
且

倫
理

的
徳
の

中
心
的
原
理

は
、

中
庸
論
だ
っ

た
。

例
え

ば
、

怒
り
っ

ぽ
い

人
は

怒
り

を

少
し

抑
え
る

訓
練
を
し

、

逆
に

意
気
地
の

な
い

人
は

、

怒
る
べ

き

と

き

に

は

少
し

根
性
を

出
す
訓
練
を

し

て
、

そ

れ

ぞ

れ
過

度
に

怒
り
っ

ぽ

く

も
な

く
、

過
度
に

意
気
地
が

な
い

わ

け

で

も
な
い
、

「

穏
和
」

と

い

う

中
庸
の

性

格
を

陶
冶
す
べ

き

だ
と
い

う
の

が
、

く
だ

ん

の

中
庸
論
で

あ
っ

た
。

同

様
に

「

勇

気
」

と

い

う

徳
は

、

無
謀
と

臆

病
の

中
庸
で

あ
り

、

「

節
制
」

と
い

う
徳
は

放
埓
と

無
感
覚
の

中
庸
と

さ

れ

た
。

　
こ

う
し

た

ア

リ

ス

ト

テ
レ

ス

の

中
庸
論
に

対
し

て
、

倫
理

と

い

う
人

格
の

質
の

問
題
を

量
の

問
題
に

す

り
か

え

て

い

る

と

批
判
し
た

　
　
　

　
　
　

　
　
？）

の

が
、

カ

ン

ト

だ
っ

た
。

彼
は

中

庸
に

代
え

て

定

言
命
法
こ

そ
、

倫
理

学
の

原
理

と

な

る

べ

き

だ

と

主

張
し

た
。

す

な

わ

ち
、

「

汝
の

意
志

の

格
率
が

普
遍
的
法

則
と

な

る

こ

と

を
、

汝
が

同
時
に

意
志
し

得
る

よ

う

な
、

そ

う
し

た

格
率
に

従
っ

て

の

み

行
為
せ

よ
」

と
い

　
　
　

　
　（
8）

．

つ

命
法
で

あ
る

。

．
」

の

命
法
に
ム
ロ

致
す

る
か
不
口

か

で
、

屠
生
活
の

倫
理

的
判
断
は

自
ず
と

明
ら

か

に

な

。

、

カ

ン

ト

は

考
、

廷
。

例

嚠

惷
、

金
を
返
す

目
処
、
な
い

の

に
、

い

つ

、

で

に

返
す
と

噛
約
束
を
し

て

金
を

借
り
る
．

」

と

は
、

倫
理

的
に

善
か

悪
か

．

。

の

問

鵬

題
に

当
面
し
た

と

き
、

定
言
命
法
に

当
て

は

め

て

み

れ

ば
よ

い
。

格
率
と

は
、

意
志

の

主
観
的
原
理
で

あ

る
。

こ

の

場
合
の

格
率
は

従

N 工工
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Japanese Association for Religious Studies

NII-Electronic Library Service

Japanese 　Assoolatlon 　for 　Rellglous 　Studles

っ

て

「

私
は

嘘
の

約

束
を

し

て

金
を

騙
し

取
り
た
い
」

と

な

る
。

こ

れ

が
、

普
遍

的
法

則、

す
な

わ
ち

、

「

全
て

の

人
が

嘘
の

約
束
を

し

て

金

を

騙
し

取
る
」

と

い

う

法
則
に

な

る

か
。

否
で

あ
る

。

な

ぜ

な
ら
全
て

の

入

が

嘘
の

約

束
を
す
る

よ

う

に

な

れ

ば
、

誰
も

約
束

を

信
じ

な

く
な
っ

て

約
束
と
い

う
事
象
が

消
滅
す

る

か

ら
で

あ
る

。

こ

の

格

率
は

普
遍

的
法
則
と

な

る

ど
こ

ろ
か

、

普
遍
的
法
則
と

し

て

考
え

ら

れ

さ

え

し

な

い

こ

と

と

な

る
。

と

す

れ

ば
こ

れ

は

定
言
命
法
に

悖
る
の

で

あ

る
。

と

す
れ

ば
そ

れ

は

倫
理

的
悪
で

あ
り
、

し

て

は

な

ら

な
い

と

知
れ
る

と
い

う
の

で

あ
る

。

こ

こ

で

も
、

カ
ン

ト
は

当
時
の

キ

リ

ス

ト

教
倫
理
な

ど

が
、

倫
理
と

宗
教
と

ご

ち

ゃ

混

ぜ

に

論
じ

て

来
た
こ

と

を

忌
避
し
て
、

倫
理
の

自
律
的
原
理
と

し

て

定
言
命
法
を

掲
げ
た

こ

と

が

注
目
さ

れ

る
。

　
さ

て
こ

の

定

言
命
法
に

つ

い

て

は
、

へ

ー

ゲ
ル

以

降
さ

ま

ざ
ま

な

批
判
が

な

さ

れ

る
。

し

か

し

私
見
に

よ

れ
ば
、

大
抵
は

カ
ン

ト

の

　

　
　

　

　

　
　

　

　
　

　

　
　
ホ
ね　

肩
を

も
っ

て

弁

護
で

き

る

は

ず
で

あ
る

。

た

だ
そ

れ

だ

け
批

判
が

喧
し
い

の

は
、

カ

ン

ト

の

議
論
が

ど
こ

か

腑
に

落
ち

な
い

か

ら

で

も

あ

ろ

う
。

ど
こ

が

腑
に

落
ち

な
い

の

か
、

正

確
か

つ

包
括
的
に

言
い

当
て

た

の

は
、

倫
理

学
史
上
、

寡
聞
の

限
り
和
辻
を

も
っ

て

嚆
矢

　

　（
11）

と

す
る

。

　

和
辻
は

、

約
束
と

い

う

現
象
が

こ

の

世
か

ら

消
滅
し

て

ほ

し
い

と

願
う
人
の

場
合
ど

う
な

る

か
、

と

の

鋭
い

問
い

に

出
発

す
る

。

そ

の

人

の

場

合、

彼
の

格
率
は

普
遍
的
法

則
と

な

る

の

で

あ

る
。

す
な
わ

ち
、

「

私
は

嘘
の

約
束
を

し

て

金
を

騙
し

取
り
た

い
」

が
、

「

全

て

の

人
が

嘘
の

約
束
を
し
て

金
を

騙
し

取
る
」

よ

う
に

な

れ

ば
、

誰
も

約
束
な

ど

信
用
し

な
く
な

る
。

す

る

と
こ

の

世
か

ら

約
束
と

い

う

事
象
が

消
滅
し

、

彼
の

願
い

は

か

な

う
。

格
率
と

普
遍
的

法
則
の

合
致
と
い

う
形

式
だ

け

を
論
ず
る

カ
ン

ト
の

議
論
で

は
、

こ

う
し

た

嘘
の

約
束
を
し

ま

く
る

人
が

倫
理

的
と
い

う
こ

と

に

な
っ

て

し

ま

う

の

で

あ
る

。

し

か

し

常
識
的
に

言
っ

て
、

そ
の

手
の

人
を

我
々

は

倫
理

的
と

は

呼
ば
な
い

の

で

あ
る

。

こ

こ

に

カ

ン

ト

の

議
論
の

瑕
疵
が

あ

る

と

い

う
の

が
、

和
辻
の

批

判
だ
っ

た
。

　
し

か

も

カ

ン

ト

批
判
に

留
ま

ら

な
い

。

こ

こ

か

ら

和
辻
は

定
言
命
法
に

代
わ

る
、

自
ら
の

倫
理

学
の

原
理

を
導
き

出
す

の

で

あ

る
。

（482） 194
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宗教 と倫理 の 相剋 の 時代 に

そ

れ

は
、

信
頼
に

答
え
る

こ

と

が

善
で

あ
り
、

信
頼
を

裏
切
る
こ

と

が

悪
だ
と
い

う
、

単
純
だ

が

日

常
生
活
の

常
識
を

よ

く

映
し

出
し

　

　

　
　

　

　
　

　

（
12）

た

原
理
に

ほ

か

な

ら

な
い

。

こ

こ

で

和
辻
も

宗
教
と

は

独
立
し

て
、

日

常
生

活
の

常
識
的
な

観
察
の

中
か

ら

倫
理

の

原
理

を

導
出
し

て

い

る

こ

と

に

注
冖

日

し

て

お

き

た
い

。

　

し

か

し

和
辻
の

場
合

、

こ

の

間
の

事
情
は

も

う

少
し

複
雑
で

あ

る
。

信
頼
を

裏
切
る

こ

と
が

悪
だ

と

言
う
け

れ

ど

も
、

何
故
そ

も

そ

　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　

　
（
13）

も

信
頼
を

裏
切
っ

て

は
い

け

な
い

の

か
。

こ

の

更
な

る

問
い

へ

の

答
え

も
、

周

到
な

和
辻
倫
理

学
は

用
意
し

て

い

る
。

す
な

わ
ち

、

信

頼
を

裏
切
る

こ

と

は
、

人

間
存

在
の

根
本
理
法
に

も

と

る
か

ら
だ
、

と
。

で

は

人

間
存
在
の

根
本
理

法
と

は

何
か

。

そ

れ
は

、

和
辻
に

よ

れ

ば
、

空
を
空

ず
る

絶
対
的
否

定
性
の

否

定
の

運
動
に

ほ

か

な

ら

な
い

。

和

辻
は
こ

こ

で
、

言
わ

ば

宗
教
的
な

原
理
を
持
ち

出
し

て

く
る

の

で

あ
る

。

す

な

わ

ち
、

シ

ェ

ー

ラ

ー

な

ど

が

人
格
神

信
仰
か

ら

語
る

の

に

対
し
、

空
的
な

宗
教
経
験
を

持
つ

者
は

自
ず
と

異
な

　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　
（
14）

る

超
越
的
原
理
に

つ

い

て

語
る

必
要
が

あ
る

と

し
て

、

絶
対

的
否

定
性
に

つ

い

て

語
り

出
す
の

だ
っ

た
。

で

は

絶
対
的
否
定
性
と

は

何

か
。

　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　
　
あら

　

和
辻
は

、

倫
理

学
の

冒
頭
か

ら
、

人

問
存
在
を
全
と

個
の

弁
証
法
的

統
一

と

し
て

捉
え

て

い

た
。

弁
証
法

的
統
一

と

は
、

全

と

個
と

　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
（
16）

い

う

互
い

に

矛
盾
す
る

も

の

が

人
間
存

在
に

お

い

て
一

つ

と

な
っ

て

い

る

と
い

っ

た

意
味
に

取
っ

て

よ
い

だ

ろ

う
。

と
こ

ろ

が

差
し

当

　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　
（
17）

た

り
、

全
と

は

個
で

な

い

も

の

と

し

て
、

個
は

全
で

な
い

も

の

と

し

て
、

そ

れ

ぞ

れ

否
定
性
と

看
做
さ

れ

る
。

　

全
の

例
と

し

て

大

学
の

場

合
を

考
え
て

み

よ

う
。

大

学
と

は

何
か

。

キ
ャ

ン

パ

ス

と

そ

の

建
物
を

指
す
だ

け
で

は

不
十
分
で

あ
る

。

そ

れ

は

入
れ

物
に

す
ぎ

な
い

。

そ

こ

に

教
師
・

学
生
・

事
務
員
が

集
っ

て
、

ロ

昌
く
。
「
ω

蹄

羽

の

原
意
で

あ
る
、

巷
目

日

に

く
Φ

ほ
o

す

る

と

き
、

つ

ま

り

真
理

探
究
と

い

う
一

つ

の

事

柄
に

向
か

う
と

き
、

そ

こ

に

大

学
が

出
来
す

る

と

言
う
べ

き

だ

ろ

う
。

と

す

る

と

大
学

は
、

建
物
や

敷
地
と
い

う
実

体
で

は

な

く
、

真
理
探
究
の

機
能
で

あ
る

。

そ

れ

自
身
有
的
に

存
在
す

る

も
の

で

は

な

く
、

む

し

ろ

そ
の

195 （483）
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真
相
は

空
と

言
わ
ね
ば
な

る

ま
い

。

　

　
　
　

　
　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

 

　

で

は

そ
こ

に

集
う
個
々

人

は

ど

う
か

。

教
師
は

大

学
と
い

う
全
体
の

中
で

教
師
と
い

う

役
割
り

を

担
う

。

そ

の

限
り

に

お

い

て
、

彼

は

教

師
と

し

て

機
能
す
る

・

彼
は

家

簪
い

う

全
に

お

い

て

は
・

妻
に

対

す
る

夫
・

子
に

対
す

る

父
と
い

う
・

や

は

り

役
割
り

を

担

醐

う
。

彼
は

夫
と

し

て
、

ま

た

父

と

し

て

機
能
す

る
。

彼
は

肉

体
を

持
つ

限
り

有
的
だ

が
、

そ

れ
ぞ

れ

の

場
面
に

お

け

る

全

体
と

の

関
係

の

中
で

の

機
能
で

あ
る

。

つ

ま

り

そ

の

真

相
は

、

実
体
の
な

い
、

言
わ

ぼ

空
と

言
わ

ね

ば

な
ら

な
い

。

　

と

す
る

と

全
も

個
も

実
は
、

そ

の

真
相
に

お

い

て

牢

な
の

で

あ
る

。

こ

れ

を

和
辻
は

絶
対
的
否
定
性
と

呼
ぶ

。

と

こ

ろ
が

、

教
師
と

い

う

個
が

、

自
ら
の

欲
望
に

か

ま

け

て
、

真
理

探
究
と
い

う
全
の

要

請
を

無
視
し

て

怠
け
る
な

ら

ば
、

彼
は

悪
い

教
師
と

な

り
、

倫
理

的
悪
に

停
滞
す
る
と

言
わ

ね

ば

な

る

ま
い

。

逆
に

大
学
が

真
理
探
究
と
い

う
自
ら

の

欲
求
を
野
放
図

に

個
に

押
し

付
け

圧
制
す
る

な

ら

ば
、

或
い

は

逆
に

真
理
探

究
よ
り

も

営
利
追

及
に

走
っ

て

教
師
・

学
生
・

事
務
員
か

ら

搾
取
す
る

な

ら

ば
、

こ

の

全
は

悪
い

全
と

な

り、

こ

こ

に

倫
理

的
善
は

現
出
し

な
い

と

言
う
べ

き
で

あ
ろ

う
。

　

さ

て

利

辻
は

続
い

て
、

こ

の

全
が

現

実
の

個
と

切
り

結
ば
な

け

れ

ば
抽

象
的
と

な
る
と

考
え

た
。

と

こ

ろ

が

現
実
の

最
大
の

全
は

何

　

　
　
　

　
　
　
　

　
　
　

　
　（
15）

か
。

彼
は

そ
れ

を

国
家
と

同

定
し

た
。

し

か

も

そ

の

国
家
と

い

う

全
に

対
し

て
、

個
が

自
己
を

滅
し
、

自
ら

の

空

性
を

空
ず
る
こ

と

を

過

度
に

強
調
し

、

逆
に

全
が

全
と
い

う

空
を
空
じ

て
、

個
に

還
帰
す

る

運

動
に

つ

い

て

は
、

十
分
な

顧
慮
を

払
わ

な
か

っ

た
よ

う
に

見

　〔
19）

え

る
。

　

し
か

し

倫
理

と

宗
教
と
い

う

本
特
集
の

テ

ー
マ

に

立
ち

返
っ

て

見
直
す
な

ら

ば
、

ア

リ

ス

ト

テ

レ

ス
、

カ

ン

ト
の

体
系
に

比
し

て
、

和
辻
の

独
自
の

貢
献
は

、

倫
理
の

問
題
に

宗
教
を

結
び

付
け

た

点
に

こ

そ

あ
っ

た
は

ず
で

あ
る

。

人

間
に

は

宗
教
心
が

あ
り、

そ

の

宗

教
的

経
験
が

人

格
神
信

仰
と

し

て

で

は

な

く、

空

の

体
験
と

し

て

現
わ

れ

た

場
合

、

人

間
の

生

き

方
と

し
て

の

倫
理

は

そ

れ

を

映
す

言

N 工工
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宗教 と倫理 の相剋 の 時代 に

葉
を

発
見
せ

ね

ば

な
ら
な
い

。

．
ま

た

宗
教
に

つ

い

て

殊
更
口

を
つ

ぐ
ん

で

倫
理

の

自

律
性
に

固
執
す
る

必
要
は

な
い

し
、

固
執
し
て

は

な

ら

な
い

。

そ

れ
が

人

間
を

そ

の

社
会

関
係
の

水
平
方

向
だ

け
で

な

く
、

超

越
と

の

垂

直
関
係
で

も

過
不
足
な

く

捉
え

よ

う

と

す

る
、

　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

（
20）

和
辻
倫
理

学
の

独
自
の

貢
献
で

あ
っ

た

は

ず
で

あ

ろ

う
。

だ

が
、

和
辻
は
こ

れ

を
貫

徹
し

な

か
っ

た
。

全
を

絶
対
的
否
定
性
と

し

て

の

超
越
か

ら
、

具
体
的
な

国
家
に

格
下
げ
し
て
、

し

か

も
そ
れ

に

対
す
る

個
の

滅
私
奉
公
を

過

度
に

強
調
す
る

倫
理

学
へ

と
、

和
辻
は

戦

線
縮
小
し

た

の

で

あ

る
。

そ
こ

に

彼
の

不

首
尾
が

あ
っ

た
。

と

す
れ

ば
、

我
々

に

残
さ

れ

た

課
題
は
、

次
の

こ

と

と

な

る

は

ず
で

あ

る
。

す
な

わ

ち
、

宗
教
を

含
ん

だ

人
間
の

原

事
実
と

し

て
、

人
間
存
在
の

根

本
理
法
を
も
う
一

度
確
認
し
、

そ
こ

で

の

全
と

個
の

関
係

が

如
何
に

形

成
さ

れ

て

お

り、

ま

た

形
成
さ

る
べ

き

か

を

問
う
こ

と

に

ほ

か

な

ら

な

い
。

三

　
「

宗
教
」

の

再
解
釈

　

し
か

し
、

と

そ
れ

で

も

人
は

言
う
か

も

知
れ

な
い

。

そ

も

そ

も

宗
教
心
を
持
た

な
い

傾

向
の

強
い

日

本
人

に

と

っ

て

は

元
よ

り
、

神

の

死
を

語
り

旧

来
の

キ

リ

ス

ト
教

信
仰
か

ら

離
れ

る

の

が

趨

勢
で

あ
る

欧
米
人
に

と
っ

て

も
、

こ

う
し

た

宗
教
を
人
間
存
在
の

根
本
に

見
る

見
方
は
、

現

代
で

は

既
に

ア

ナ

ク
ロ

ニ

ズ

ム

な
の

で

は

な

い

か
。

こ

の

よ

う
な

疑
問
は

、

無
視
す

る
こ

と

の

で

き

な
い

重
み

を

持

っ

て

い

る

よ

う
に

思
わ

れ

る
。

　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　

　
　

　

　
　

　

　（
瓢）

　

そ

も

そ

も

現
代
に

宗
教
が

忌
避
さ

れ

る

の

に

は
、

そ

れ

な

り
の

理
由
が

あ
る

。

現
代
は

戦
争

等
で

無
辜
の

民
の

大
量

殺
戮
等
を

日
の

当
た

り

に

し
、

応

報
の

正

義
を

も
っ

て

歴
史
を

司
る

神
の

存
在
を

信
じ

ら

れ

な

く
な
っ

た

と
い

う
理
由

。

そ

れ
と

関
連
し

て
、

一

神
教

同
士
の

抗
争
が

激
化
し

て
、

宗
教
の

な
い

世
界
の

方
が

平
和
な

の

で

は

な
い

か

と

い

う

懸
念
が

増
し

た

と

い

う
理

由
。

加
え

て

宗

教
を

排
除
し

て

科
学
の

自
然
支
配

を
進
め

た

結
果

、

物
質
的
幸
福
が

享
受
で

き

た

と

い

う
理

由
。

総
じ

て

自
律
し

た

人
間
中
心

主

義
の

現
代

197 （485）
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は
、

自
己
の

外
に

存

在
す

る

有
的
な

神
に

対
し

て

死

を
宣

告
し

た

と

い

う

理

由
等
々

。

　

こ

こ

で

我
々

は
、

宗
教
と

い

う

鍵
語
の

現

代
的
な

再

解
釈
を

強
い

ら

れ

る

は

ず
で

あ
る

。

宗
教
の

核
を
な

す
信
仰
を

、

テ

ィ

リ
ッ

ヒ

は
、

何
も

既

成
宗
教
の

神
を

信

奉
す
る

こ

と

に

限

定
せ

ず
、

よ

り
一

般
的
に

無

制
約

的
に

関
わ

っ

て
い

る

こ

と

そ

れ

自
体
と

定
義
し

まねた
。

金
と

無
制
約
的
に

関
わ
っ

て

い

る

者
は
、

金
を
信

奉
し

て
い

る
。

恋
人

と

無
制

約
的
に

関
わ
っ

て

い

る

者
は

恋
人

を

崇
拝
し
て

い

る
。

彼
ら

に

と
っ

て

は

金
が

、

ま

た

恋
人
が
、

神
で

あ
る

。

し
か

し

ま

た
、

神
に

真
贋
の

別
が

あ
る

こ

と

に

も
、

テ
ィ

リ
ッ

ヒ

は

注
目

　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

　

　

　
（
出）

し

た
。

そ

し

て

そ
の

真
贋
を
分
け

る

基
準
を

、

主

観
客
観
図
式
を

超
え

て

い

る

か

否
か

と
い

う
一

点
に

見
出
し

た
。

金
や

恋
人

は
、

私

が

主

観
と

し

て

客

観
的
に

認
識
し

取
り
扱
い

得
る

対
象
に

過
ぎ
な
い

。

そ

れ

に

対
し

て
、

例
え

ば
パ

ウ
ロ

が

「

我
れ

、

も
は

や

生
く
る

に

あ

ら
ず
、

キ

リ

ス

ト
、

我
れ
に

あ
り
て

生
く
る

な

り
」

（
『

ガ

ラ
テ

ヤ

書
』

二

章
20
節）

と

語
る

時、

キ

リ

ス

ト

は

対

象
と

し
て

主
観
の

外
な

る

客
観
的
他

者
で

あ
る

と

と

も
に
、

主

観
の

内
部
に

お

い

て

生
き
、

も
は

や

主

観
と

切
り

離
し

得
な
い

存
在
と

な
っ

て

い

る
。

真

の

神
は

、

そ

う
し

た

主
観

客
観
図
式
を

超
え

た

存

在
で

な
け

れ

ば

な

ら

な
い

。

こ

れ

は

信
仰
定
義
の

現

代
的
な
一

つ

の

到
達
点
で

あ
っ

て
、

例
え
ば
聖

書
に

描
か

れ

て

い

る

神
話
的
な

人
格
神
を
そ

の

ま

ま

客

体
と

し

て

直

解
主

義
的
に

信
奉
す

る
こ

と

が
、

真
の

神
信
仰
で

は

な

い

こ

と

を

証
言
す
る

。

「

宗

教
」

を

我
々

は
、

主

観
客
観
図

式
を

超
え
た

存

在
と

無
制
約
的
に

関
わ

る

営
み

と

再

定
義
す

る

こ

と

に

よ
っ

て
、

そ
こ

に

纏
わ

る
、

ア

ナ

ク
ロ

ニ

ス

テ
ィ

ッ

ク

な

神
話
的
夾

雑
物
を

除
去
す
る

方
向
へ

と

進
む

べ

き

で

は

な
い

か
。

宗
教
に

伴
う

体
制
や
文

化
現

象
は

今
、

捨
象
す
る
こ

と
と

し

て
、

突
き

詰
め

た

と

こ

ろ

現
代
人
に

も
納
得
で

き

る

宗
教
の

中
核
を
こ

こ

に

見
出

す
べ

き

で

は
な

い

か
。

　

と

す
る

と
、

宗
教
を

蔑
す
る

現

代
人
も

、

殆
ど

の

場

合
こ

の

意

味
で

は

宗
教
的
で

あ
り

、

少

な

く

と

も

宗
教
的
で

な

け

れ
ば

な

ら

な

　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

　

　

　

　

　

　
ハ
24）

い
。

極
論
を

許
せ

ば
、

無
神
論
者
と

て

そ

う
で

あ

ろ

う
。

無
神
論

者
は
、

真
剣
に

そ

れ

を

主

張
す

る

者
で

あ
れ
ば

あ
る

ほ

ど
、

神
が

い
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宗教 と倫理 の 相剋 の 時代に

な
い

と
い

う
論
と

無
制
約
的
に

関
わ
っ

て

い

る

者
で

あ
っ

て
、

無

神
論
と
い

う
論
を

神
と

し

た

信
仰
者
で

あ

り

宗
教
者
で

あ
る

と

い

う

逆
説
が

成
り

立
つ

は

ず
だ

か

ら

で

あ
る

。

誰
で

も
生
き

る

中
核
と

し
て
、

何
か

無

制
約
的
に

関
わ
る

も
の

を

持
っ

て

い

る
と

す
れ

ば
、

そ

の

限
り

に

お

い

て
、

非
神
話
化
さ

れ

た

意
味
で

の

広
義
の

宗
教
と

関
わ
っ

て

い

る

の

で

あ
る

。

も
し

何
ら

無
制
約
的
な
も

の

と

関
わ

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　

　
　

　

　
　
（
25）

り
な

い

人
が

い

る

と

す
れ

ば
、

そ

れ

は

人

格
の

中
心
を

失
っ

た

者
と

し

て
、

今
ひ

と

ま

ず
論
外
と

せ

ね

ば
な

ら
な
い

。

四

　
人
格
の

中
心
と

倫
理

　
こ

こ

で

人

格
の

中
心
と

倫
理
の

関
係
に

つ

い

て

も
、

考
察
を

補
っ

て

お

く

必
要
が

あ
ろ

う
。

　

テ
ィ

リ
ッ

ヒ

の

挙
げ
る

外
科
医
の

例
は

、

こ

の

間
の

事
情
を

説
明
す
る

の

に

有
益
で

あ
る

。

す
な

わ

ち
、

日
常
生

活
の

命
法
は

無
数

に

あ
る

が
、

た
い

て

い

は

条
件
的
で

あ

る
。

「

飛
行

機
に

間
に

合
い

た

け

れ

ば
、

今
出
か

け

よ
。

聞
に

合
わ

な

く

て

も

か

ま

わ

な

け

れ

ば
、

家
に

い

よ
」

。

こ

れ

は

条
件
的
命
法
だ

が
、

外

科
医
が

即

刻
手

術
を

し

な

け

れ

ば

患

者
の

命
が

危

う
い

時
に

は
、

命
法

は

無
条
件

的
に

な

る
。

そ
れ
で

も

怠

慢
な

医

者
が

飛
行
機
に

乗
り
遅
れ

れ

ば
、

そ

れ

は

反
倫
理
的
な

行
為
で

あ

り
、

患
者
を

見
殺
し
に

す
る

と

と

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　
（
26）

も

に
、

医
者
自
身
の

人

格
に

崩
壊
を
も

た

ら

す

よ

う
な

影
響
も
与
え

得
る

。

　

人

格
は

、

他
者
へ

の

応

答
責
任
を

果
た

す
こ

と

に

よ
っ

て

成
立
す

る
。

個
々

の

欲
望
や

傾
向

性
へ

と

分
裂
せ

ず
、

統
合
さ

れ
た

巾
心

を

持
つ

も

の

と

し

て

成
立
す

る

の

で

あ
る

。

そ

う
し

た

中
心
を
も
っ

た

人
格
の

存
立

を
、

そ
の

都
度

促
す

の

が

勝
義
の

倫
理
と

言
え

よ

う
。

そ

し

て

こ

れ
は

人
間

固
有
の

あ
り

方
で

あ
る

。

他
者
を

含
め

た

環
境
に

帰
属
す
る

と

共
に

、

そ
こ

か

ら

分
離
で

き

る
の

が
、

動
物

に

な

い

人

間
の

存
在
の

仕
方
で

あ

る
。

そ

し

て

分

離
す

る

と

こ

ろ

に

人

間
の

自
由
が

あ
る

。

そ

の

自
由
に

お

い

て

熟
慮
と

決
断
に

よ
っ

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
（
27）

て
、

人

間
は

そ

の

都
度、

動

物
で

あ
る
こ

と

を

超
え
て

人
間
と

な

る
。

そ

の

こ

と

を

促
す
の

が

倫
理
に

ほ
か

な

ら
な
い

。
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し

か

し

人
は

熟
慮
と

決

断
に

よ
っ

て
、

動
物
に

停

滞
し
、

或
い

は

悪
へ

と

赴
く
自
由
も

有
す

る
。

人
は

そ

も
そ

も
善
か

ら

疎
外
さ

れ

て
い

る

が

ゆ

え
に

、

そ

れ
を

倫
理
的

命
法
と

し

て

示
し

て

も

ら

わ
ね

ば
な

ら

な
い

。

そ
の

た
め

子

供
は
、

親
や

教
師
の

恣
意

的
な

権
威

に

対
し

て

反
抗
的
と

な

る
一

方
で

、

逆
に

自
由
放
任
に

委
ね

ら

れ
る
と

、

い

つ

し

か

真
摯
な

命
法
に

直
面
し

な

か
っ

た
こ

と
、

自
分
の

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
ハ
ま

本

性
を

発
展
さ

せ

る

指
針
を

与
え

ら

れ

な
か

っ

た
こ

と

に
、

不
平
を
託
つ

こ

と

が

多
い

の

で

あ
る

。

五

　
「

倫
理
」

の

再
解
釈

　
と

は

言
っ

て

も
、

宗
教
の

場

合
と

同
様

、

倫
理

が

現
代
に

貶

価
さ

れ

る

こ

と

に

も
、

そ

れ

な

り

の

理

由
が

あ

る

だ

ろ

う
。

倫
理
と

は
、

如
上

の

人

格
の

存
立
を

促
す

命
法
で

あ
る

前
に

、

先
ず
は

倫
（

な

か

ま
・

人
々

の

間
柄
）

の

理

（
こ

と

わ

り
・

筋
道）

を

意
味
す

　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　
　

　
　
　〔
29）

る
。

す
な

わ

ち
、

社
会
生

活
を

営
む

上

で

の

原
理
で

あ
る

。

と

す

る

と
、

佃
人
の

権
利
や

自
山
を

尊
重

す

る

個
人
主
義
の

強
い

国
や

時

代
に

は
、

総
じ
て

社
会

倫
理

は

貶
価
さ

れ

が

ち

だ

と

い

う
理

由
が

先
ず

挙
げ
ら

れ
よ

う
。

加
え
て

民
主
主
義
が

半
端
な

形
で

流

布
す
る

と
、

権
利
や

欲
望
ば
か

り
主

張
し

て
、

義

務
や

規
範
や
そ

れ

ら

を

伴
う

倫
理

は
、

無
反
省
に

疎
ん

じ

て

顧
み

な
い

傾
向
が

出
て

来
る

と

い

う

理

由
。

更
に

R
本
で

は
、

戦
前
の

修
身

教
育
の

よ

う
に

、

国
家
の

政
策
に

個
人
を
服
さ
せ

る

装
置
と

し

て

倫
理
が

利
用

さ

れ
た

と

い

う

苦
い

経
験
が

あ
る

。

そ

れ

で

倫
理
道
徳
と

聞
く
と

、

す

ぐ
眉
に

唾
す

る

傾
向
が

助
長
さ

れ
た

と

い

う
理
由

。

し
か

し
こ

れ

も
必
ず

し

も

目

本
の

特
殊

事
情
と

は

言
え

ず、

広
義
の

ポ
ス

ト
モ

ダ
ン

の

倫
理
批
判
は

、

倫
理
が

既
存
の

権
力
を

正

当
化
す
る

イ
デ

オ

ロ

ギ

ー

　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　（
30）

だ

と

い

う

懐
疑
を

抱
き

続
け

て

い

る
。

　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　
　
〔
31）

　
な

る

ほ

ど

民
主
主

義
が

爛
熟
し

、

大
衆
が

反
逆
す
る

時
代
に

、

倫
理

が

蔑
ろ

に

さ

れ

る
こ

と

は
、

古
代
の

プ

ラ

ト
ン

か

ら

現
代
の

オ

　
　（
32）

ル

テ

ガ

に

至
る

ま

で
、

多
く

の

識

者
が

指
摘
し

て

き

た

と
こ

ろ

で

あ

る
。

そ

う

い

う

時
代
の

子

の

挌

率
は

、

欲
望
を

遂

げ
る

権
利
は

全

（488） 200
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宗教 と倫理 の 相剋 の 時代 に

て

主

張
す
る

け
れ

ど
、

一

切
の

義
務
と

規
範
か

ら

は

自
由
で

あ
り

た
い
、

と

い

う
も

の

と

な
る

。

し

か

し

こ

う
し

た

格
率
が

自
己
矛
盾

に

陥
る

こ

と

は
、

見
ら

れ
る

道
理

で

あ

る
。

こ

う
主

張
す
る

人
は
、

実
は

規
範
を

拒
否
す
べ

き

だ

と
い

う
規
範
・

倫
理
に

従
っ

て

い

る

倫
理

家
だ

と
い

う
逆

説
が

、

宗
教
の

場
合
と

並

行
し

て

成
り
立
つ

。

義
務
と

規

範
を

語
る

倫
理
と

完
全
に

縁
を

切
る
こ

と

は
、

人
間
に

は

不
可
能
な

は

ず
な

の

で

あ
る

。

確
か

に

孤

島
で
一

切
の

人

間
関
係
を
絶
っ

て

生
き
こ

と

が

で

き

る

な

ら

ば
、

倫
理
な

ど

無
視
し

て

よ

い
。

し

か

し

社
会
の

中
で

他

者
と

共
生

す
る

道
を

選
ぶ

限
り

、

そ

の

共
生
の

作
法
と

し

て

の

倫
理

を

無
視
す

る

こ

と

な

ど

で

き

は

し

な

い
。

加
え
て

倫
理
が
、

右
に

述
べ

た

人
格
の

存
立
を

促
す
命
法
で

あ
る

と

す
れ

ば
、

人
が

人
で

あ

ろ

う
と

す
る

限
り

、

倫
理

を

放
棄
す

る

こ

と

な

ど

で

き

は

し

な
い

。

と

す

れ

ば
、

倫
理

の

中
に

も

悪
い

も

の

と

良
い

も
の

が

あ

る

の

に

共
に

糞
味
噌
に

扱
い

、

倫
理
を

ひ
っ

く
る

め
て

全
否
定
す
る
こ

と

は
、

人

間
存
在
に

抵
触
す

る

自
己
矛

盾
で

あ
っ

て
、

人
は

悪
い

倫
理

は

批
判
し
つ

つ

も、

良
い

倫
理

は
、

こ

れ
を

憧
憬
し

探
り

当
て

て

行
か

ね

ば
な

ら

な
い

。

　
で

は
ポ

ス

ト
モ

ダ
ン

以
降
の

時

代
が

認
識
し

た
、

排
す
べ

き

悪
い

倫
理

と

は

何
か

。

そ

れ

は
、

権
力
を

も
つ

者
が
、

自
分
に

都
合
の

よ
い

既

存
の

社
会
シ

ス

テ
ム

を

維
持
す

る

た

め

に

闇
雲
に

他
者
の

自
由
を

侵
害
す
る

倫
理

に

ほ

か

な

ら

な
い

。

だ

が

そ

の

陥
穽
に

落
ち

な
い

よ

う
留
意
す
る

限
り
、

ポ

ス

ト

ポ
ス

ト
モ

ダ
ン

の

時
代
に

あ
っ

て

も
、

我
々

は

異
質
の

他
者
同
士
が

互
い

を

生
か

し

合
う

、

共
生

の

原
理
と

し

て
の
、

ま

た

人

格
の

自
己

実
現
の

方

途
と

し

て

の

倫
理
を

、

取
り
入
れ

て

よ
い

し
、

取
り

入

れ

ざ
る

を

得
な
い

は

ず
で

あ

ろ

う
。

　
こ

う

考
え

て

来
る

と
、

倫
理

も

宗
教

同
様

、

ま

た

全
て

の

人

が

持
っ

て

お

り
、

少
な

く
と

も

持
つ

べ

き

も
の

と

し

て

再
定
義
さ
れ

て

然
る
べ

き

で

あ
ろ

う
。

和
辻

哲
郎
の

よ
う
に

漢
語
の

伝

統
を

分
析
し

て
、

「

倫
理
」

を

「

倫
（

な
か

ま

ご

の

「

理

（
こ

と

わ

り
）

」

、

す

な
わ

ち
、

人
間

関
係
の

道
理
と

定
義
す
る
の

は

妥

当
だ

が
、

現
代
で

は

環

境
倫
理
な

ど

と

言
う

場
合

、

人
間
関
係
だ

け

で

な

く
、

環

境

201 （489）
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世
界
と

の

共
生
が

含
ま

れ

る
。

そ

こ

で

和
辻
の

定

義
を

も

う

少
し

だ

け

広
げ
て

、

人

間
と

そ

れ

以

外
の

動
植
物
を

含
め

た

自
然
環
境
と

い

う
、

広
い

意
味
で

の

「

他
者
と

の

共
生
の

理
路
」

と
、

こ

れ
を

定
義
し

直
し

て

お

く
こ

と

も

必
要
だ

ろ

う
し

、

人
格
の

自
己

実
現
の

　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　

（
33）

方
途
と

い

う
側
面
に

着
目
す

る

こ

と

も

重

要
な

よ

う
に

思
わ

れ

る
。

い

ず
れ

に

せ

よ

人
が

社
会

的
動
物
で

あ
り、

ま

た

環
境
世
界
と

の

共
存
の

中
で

生
き

生

か

さ

れ

て

い

る

限
り

、

し

か

も
環

境
に

帰
属
す
る

だ

け

で

な

く
、

そ

こ

か

ら

分
離
し

て

熟
慮
と

決

断
を

も
っ

て

人

格
と

な

る

存
在
で

あ

る

限
り

、

倫
理

は

全
て

の

人
が

持
っ

て

お

り
、

ま

た

持
つ

べ

き

も
の

と

言
わ

ざ
る

を

得
な
い

。

六
　
宗
教
と

倫
理
の

関
係

　

さ

て

以
上
の

よ

う

に
、

宗

教
と

倫
理

の

中

核
に

焦
点
を
絞
っ

て

理

解
し

直
す

な
ら

ば
、

両
者
の

関
係
も

ま

た

見
え
て

来
る
は

ず
で

あ

る
。

突
き

詰
め

た

と
こ

ろ
、

宗
教
と

は

主
観
客

観
図
式
を

超
え

た

存
在
と

無
制

約
的
に

関
わ
る

営
み

で

あ
り

、

倫
理
と

は

他
者
と

共
存

す

る

人

間
の

共
生
の

理

路
で

あ
っ

た
。

そ

し

て

共
に

人

格
を

そ

の

中
心

か

ら

統

合
し

て

形

成
す

る

よ

う

作
用
す
る

も

の

で

あ
っ

た
。

前

者
は
垂

直
的

、

後
者
は

水
平

的
と

い

う
違
い

が

あ
る

と

し

て

も、

共
に

人
間
存

在
を

成
り

立

た

し

め

る

不
可
欠
の

構
成、
要

素
の

は

ず
な

の

で

あ
る

。

と

す
れ

ば

右
の

如
く

、

宗

教
・

倫
理

双

方
に

纏
わ

り
つ

い

て

い

る

夾

雑
物
を

除
い

て

そ
の

核
心

部
分
の

み

を

抽
出
し
て

再

定
義
す
る

限
り
、

宗
教
と
い

う
垂

直
線
と

、

倫
理

と

い

う
水

平
線
は

、

一

己
の

人
間
に

お

い

て

交
わ
る

態
の

も

の

で

あ

る

は

ず
だ

。

　

従
来

、

両
者
が

乖
離
し
て

い

た

の

は

主
と

し

て
、

倫
理
が

主

観
客
観
図
式
を

超
え

ぬ

偽
物
の

神
を
追
い

落
と

そ

う

と

次
元
の

低
い

宗

教

批
判
を

繰
り
返
し

て

い

た

か

ら
に

過
ぎ

ず
、

ま

た

宗
教
が

自
己

を

絶
対
化
し

て

他
者
と

の

共
生
の

理

路
を

無
視
す

る

越

権
行
為
に

出

が

ち

だ
っ

た

か

ら

で

は

な
か

っ

た

か
。

倫
理

に

対
し

て

は
、

主

観
客
観
図
式
を

超
え

た

本
物
の

神
を
探
索
し
、

人

間
存
在
の

不
可
欠
の

要

素
を

均
衡
よ

く

取
り

入
れ

た

探

求
が

求
め

ら

れ

よ

う

し
、

ま

た

宗
教
に

対
し

て

は
、

他
者
に

対
す
る

応
戴
呈
貝

任
性
を
果
た

し
、

そ

う
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し

て

共
生

の

理
路
に

抵
触
し

な
い

よ

う
な
、

自
己

相
対
化
の

用

意
が

担
保
さ

れ
な

く

て

は

な

る
ま

い
。

　

し
か

し
、

と

こ

こ

で

も

未
だ

人
は

言
う
か

も
し

れ

な
い

。

本
物
の

神
が

父
と

子

の

共
生
の

理

路
を
破

壊
す
る

よ

う
な

存
在
で
、

も

し

あ

る

な

ら

ば
、

こ

う
し

た

担

保
は

求
め

ら

る
べ

く
も
な
い
、

と
。

こ

こ

で

我
々

は
、

本
稿
の

冒
頭
に

掲
げ
た
、

イ
サ

ク

献
供
物
語
を

再

び

俎
上
に

載
せ

る
こ

と

を

迫
ら

れ

る
。

蓋
し

こ

こ

に

こ

そ
、

倫
理
と

宗
教
の

乖
離
す

る

危
機
に

つ

い

て

の

古
来
の

普
遍
的

典
型

的
な

例

が

あ
り

、

そ

れ

が

現

代
に

至
る

多
く

の

識

者
の

思
索
を

刺

激
し

て

来
た

か

ら

で

あ
る

。

《

人
に

子

殺
し

を

命
じ

る

神
は

、

倫
理

を

蔑
し

こ

れ
と

乖
離
す
る

、

理

不
尽

な

暴
君
に

過
ぎ
な
い

の

で

は

あ
る

ま

い

か
。

そ

う
し

た

神
を

信
仰
す

る

宗
教
は

所
詮

、

倫
理
と

相
容
れ

な

い

も

の

に

過
ぎ
な
い

の

で

は

な
い

か
。

た

と
い

倫
理
の

回

復
で

こ

の

物
語
が

結
ば

れ

よ

う
と

も、

そ

れ

は

十
分
人
を

脅
し

た
の

ち

暴
君

が

最
後
に

垂
れ

る

恩
赦
で

あ
っ

て
、

人
は

恐

怖
と

屈
辱
を
も
っ

て

苦
々

し

く

宗
教
に

つ

い

て

語
る

以
外
の

手
立
て

は

な
い

の

で

は

な
い

か
》

　
　

こ

う
し

た

倫
理

と

宗
教
の

危
機
的
関
係
を
め

ぐ
っ

て

現

代
人
に

挑
む

問
題
系
を
、

こ

れ

以
上
に

深
く

追
求
し

た
テ

ク

ス

ト

を
、

寡
聞
に

し
て

他
に

知
ら
な
い

。

　

し

か

し

私
見
に

よ

れ

ば
、

こ

の

テ

ク

ス

ト

を
め

ぐ
る
如
上
の

疑
義
は
、

主
と

し

て

神
理

解
の

不
徹
底
に

起
因
し

、

従
来
の

欧
米
の

聖

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

（
超

書
学
者

、

ま
た

哲
学
者
た

ち

の

こ

の

物
語
読

解
の

挫
折
は

、

旧

来
の

宗
教

観
の

墨

守
に

由

来
す
る

。

そ

し

て

こ

の

点
で

示
唆
に

富
む

の

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　
〔
35）

は
、

和
辻
の

空
の

倫
理

学
に

陰
に

陽
に

影
響
を

与
え

た
、

西
田

幾
多
郎
の

無
（

空
）

即
有
の

絶
対

矛
盾
の

自
己

同
一

の

神
理

解
か

ら

す

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　
（
36∀

る
、

こ

の

テ

ク
ス

ト

の

読
み

で

あ
ろ

う
。

そ

の

視
座
に

触

発
さ

れ
つ

つ

こ

の

物
語
を

正

確
に

読
み

直
す

過

程
で

、

先
に

掲
げ
た

和
辻
の

空
の

倫
理

学
に

残
さ

れ

た
二

つ

の

課
題

　
　
す
な
わ

ち
、

空
を

国
家
か

ら

超
越
者
へ

差
し

戻
し

、

全
か

ら

個
へ

の

働
き

掛
け

を

復
権
す

る

と

い

う
課
題

　
　
の

解
決
の

方
向
も

、

ま

た
仄

見
え

て

く
る

の

で

は

あ
る

ま
い

か
。

203 （491｝
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七
　
イ
サ

ク

献
供
物
語
再
考

　

イ

サ

ク

献

供
物
語
を

め

ぐ
る

、

従
来
の

解
釈
史
と

そ

れ

に

対
す
る

批
判
は

、

既
に

公
に

し

て

い

る

の

で

割
愛
し

、

こ

こ

で

は

無
即

有

の

視
点
か

ら

の

読
み

直
し

に

絞
っ

て
、

論

点
の

み

摘
記
す
る
に

留
め

た

い
。

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　（
37）

　

西
田

の

議
論
は

、

伝
統
的
な

キ

リ

ス

ト

教
の

人

格
神
概
念
へ

の

批
判
か

ら

始
ま

る
。

相
対
的
な

人

間
が

自
分
の

外
に

設
定
す
る

有
的

な

人

格
神
は

、

相
対

者
と

相
対
す
る
一

個
の

相

対
者
に

過
ぎ
な
い

。

こ

れ

は
、

対
を

絶
す
る

神
の

絶
対

性
と

矛

盾
す
る

。

と

こ

ろ

が

他

方
、

何
者
と

も

相

対
さ

な
い

神
は

、

無
力
の

神
で

あ
り

、

神
で

は

な
い

。

と

す

る

と

神
は
、

白
己

の

外
で

は

な

く

内
に

相

対
者
を

含

み
、

こ

れ

と

相
対
す
る

の

で

な

け
れ

ば
な

ら

な

い
。

こ

れ

を

西
田

は

万

有
在
神
論
と

呼
ぶ

。

と

こ

ろ

が
、

相
対
者
は

絶
対
者
の

否
定
で

あ

る
。

万
有
在
神
論
と

は
、

絶
対
有
で

あ

る

絶
対

者
が

、

相
対
的
な

万

有
と
い

う

自
己

否
定
す
な

わ
ち

絶
対
無
を
、

内
に

含
む
こ

と
を

意
味
す
る

。

逆
に

言
え

ば
、

人

間
存
在
か

ら
一

草
一

木
に

至
る

万
有
は

、

神
が

自
己
否
定
的
に

顕
現
し

た

も
の

で

あ

る
。

神
は

す
な
わ

ち
、

絶

対
有
に

し

て

絶
対
無
な

の

で

あ
る

。

神
は

、

論
理

的
に

言
っ

て
、

こ

の

よ

う
な
絶
対
矛
盾
の

自
己

同
一

の

存

在
で

な

け

れ

ば
な

ら

な
い

し
、

そ
し

て

そ

れ

が

人

間
の

心
霊
上

の

事
実
と

し

て

の

神
体
験
を

、

突
き

詰
め

た

と

こ

ろ

包
括
的
に

説

明
す

る
こ

と

に

な

る

だ

ろ

う
。

こ

の

よ
う
な

自
己

否
定
の

神
は

ま

た
、

独
り

超
越
し

て

善
で

あ
る

だ
け

の

存
在
で

あ

る

は

ず
も

な

く
、

そ

の

善
性
の

否
定
と

し

て

極
悪
に

ま

で

降
る

存
在
で

も

な

け
れ
ば

な
ら

な
い

。

す

な

わ

ち
、

善

即
悪
の

絶
対

矛
盾
的
自
己

同
一

の

神
で

も

な

け

れ

ば

な

ら

な

い
。

　

押
し

並
べ

て

神
は
、

論
理

的
か

つ

経
験
的
に

突
き

詰
め

て

行
け

ば
、

そ

の

よ

う
な

善
に

し

て

悪
な

る

存
在
で

な

け

れ

ば
な

ら

ず
、

イ

サ

ク

献

供
物
語
の

神
は
、

神
話
的
表
象
を

通
し

て

で

あ
れ

、

そ

う
し

た

神
の

両
面

性
を

描
き

切
っ

た

稀
有
な

物
語
と

解
さ

れ

る
。

そ

う
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解
し

て

初
め

て
、

こ

の

物
語
の

謎
も

正

し

く
読
み

解
か

れ

る
。

こ

の

点
は

西
田

は

明
記
し

な
い

が
、

こ

の

物
語
で

ア

ブ
ラ
ハ

ム

は
、

約

束
の

独
り
子
イ

サ
ク
を

老

年
に

な
っ

て

初
め

て

与
え
ら
れ

た

後
は

神
か

ら

心
が

離
れ

、

神
を

排
除
し

て

自
力
で

生
き

て

行
こ

う
と

す
る

忘

恩
・

罪
悪
に

陥
っ

て

い

る

者
と

し

て
、

描
か

れ

て

い

る
。

そ

う
解
す
べ

き

テ

ク
ス

ト

上
の

傍
証
は
、

少
な

く
と

も
三

つ

あ

る
。

　
一

つ

は
、

ア

ブ

ラ
ハ

ム

が
こ

こ

で
、

沈

黙
の

ま

ま

行
動
す
る

点
で

あ
る

。

ア

ブ

ラ
ハ

ム

は

イ
サ

ク

を

愛
す
る

余
り

、

神
か

ら

心
が

離

れ

て

行
っ

た

自
分
の

罪
を
薄
々

自
覚
し
て

い

た

こ

と

だ
ろ

う
。

だ

か

ら
、

そ

の

痛
い

所
を

衝
い

て

愛
児
を
献
げ
る

こ

と

を

命
じ

た

神
の

命
令
の

正

し

さ

を

認
め

ざ

る

を

得
ず

、

い

つ

も

の

よ

う
に

抗
弁
す
る

こ

と

な

く
怯
ん

だ

ま
ま

、

そ

れ

に

つ

い

て

様
々

に

思
い

を
巡
ら
せ

自
問
自
答
し
つ

つ
、

三

日
の

寡
黙
な

旅
路
に

赴
い

た

の

で

は

な

か

っ

た

か
。

そ

う

解
さ

な
い

と
、

他
の

箇
所
で

は
、

神
と

問
答
し

対
話

す

る

饒
舌
な

ア

ブ

ラ
ハ

ム

像
（
一

五

章
2、

8
節、

一

七
章
18
節
等
々

。

後
代
の

挿
入
で

あ
る
一

八

章
23
節
以
下
も

併
照
）

と

の

齟
齬
が

解
せ

な
い

の

で

あ
る

。

　

も

う
一

つ

の

傍
証
は
、

5
節
の

「

わ
た

し

と
こ

の

子
は

あ
そ
こ

へ

行
っ

て
、

礼
拝
を

し

て
、

ま

た、
炭
っ

て

く
る
」

と

い

う
従
者
た

ち

　
　
　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
（
38）

へ

の

言

葉
で

あ
る

。

ヴ
ェ

ス

タ

ー
マ

ン

は

こ

の
一

文
の

本

来
の

機
能
は
、

聖
な

る

儀
式
に

臨
む

父
と

子

の

孤

独
を
強
調
す
る

点
に

あ
る

と

註
解
し

た
。

そ

し

て

「

こ

の

本
来
の

機
能
に

対
し

て
、

ア

ブ

ラ
ハ

ム

が

自
分
の

計

画
に

つ

い

て

『

誤
魔
化
そ

う
と

し

た
」

（

R
・

キ

リ
ア

ン
）

か
、

更
に

は

嘘
を
つ

い

た

か
、

と

い

っ

た

問
い

掛
け

は
、

こ

の

場
面
に

不
適
当
で

あ
る
」

と

主

張
し

た
。

し

か

し

そ

う

言
っ

て

み

て

も
、

子
を

献
げ
た

後、

戻
っ

て

来
る

の

は

父

ひ

と

り
の

は

ず
だ

か

ら
、

父
と

子

の

両
方
が

コ

戻
っ

て

来
る
」

と
い

う

言
い

方
の

奇

妙
さ

は

や
は

り
残
る
と

言
わ
な
け

れ

ば
な

る

ま
い

。

し

か

し

他
方

、

鋭
い

従
者
た

ち

が
、

こ

の

旅
の

不

可
思
議
さ

を

感
知
し

、

ア
ブ

ラ

ハ

ム

の

企
て

を

止

め

よ

う
と

し

て

い

た

と

す
る

伏
線
は
、

こ

の

物
語
の

ど

こ

に

も
敷
か

れ

て

は
い

な
い

。

敢
え
て

こ

の

従
者
た
ち
を

誤
魔
化
し

た

り
騙
し

た

り

す

る

必
要
が

、

ア

ブ

ラ
ハ

ム

に

あ
っ

た

よ

う
に

は

書
か

れ
て

い

な
い

の

で

あ
る

。

と

す
る

と
、

こ

こ

で

ア
ブ

205 〔493〕
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ラ
ハ

ム

は
、

意

図
的
に

嘘
を
つ

い

て

い

る

わ

け

で

は

な
い

け

れ

ど

も
、

逆
に

真

実
を

語
っ

て

い

る

わ

け

で

も

な
い

と

言
う
べ

き

で

は

な

い

か
。

む

し

ろ
、

約
束
の

子
イ

サ

ク

が

本
当
に

取
り
去
ら

れ

る

は

ず
が

な

い

と
、

未
だ

高
を
括
ろ

う

と

す

る

ア

ブ
ラ

ハ

ム

の

内
な

る

罪

性
を
、

作
者
は

こ

の

短
い

「

句
に

よ
っ

て
、

さ

り

気
な

く

暴
き

出
し

て

い

る

と

解
す
べ

き

で

は

な
い

か
。

　

そ

し

て

そ

の

線
を
一

歩
先
に

進
め

た

の

が
、

718

節
の

「

火
と

薪
は

こ

こ

に

あ
り

ま

す
が
、

全

焼
の

供
犠
の

た

め

の

羊
は

ど
こ

で

す
か
」

と
い

う
イ
サ

ク

の

問
い

と
、

「

わ
が

子
よ
、

全

焼
の

供

犠
の

た

め

の

羊
は

、

神
が

自
ら

見
出
し

給
う
だ

ろ

う
」

と
い

う
ア

ブ

ラ

ハ

ム

の

応

答
で

あ

り
、

こ

れ

が

私
解
の

第
三

の

傍
証
と

な

る
。

こ

の

言

葉
は

、

た

と
い

イ

サ

ク

に

余
計
な

心
配
を

さ

せ

ま
い

と

す
る

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
　
　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
　
　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
（
39）

「

い

た

わ
り

深
い

愛
」

か

ら

発
し

た

も
の

だ
と

し

て

も
、

「

差
し

当
た
っ

て

は
、

単
に

言
い

逃
れ

で

あ

る
」

（
フ

ォ

ン
・

ラ

ー

ト）
。

そ

し

て

言
い

逃
れ

で

あ
る
の

は
、

ア

ブ

ラ
ハ

ム

が

神
の

命
に

よ
っ

て

急
所
を

衝
か

れ
た

こ

と

を

自
覚
し

つ

つ

も
、

未
だ

そ

れ

を

は
っ

き

り

認

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
　
　

　

　

　

　

　

　
（
40）

め

よ

う

と

し

な

い

「

最
後
の

あ
が

き
」

（
宮
本

久

雄）

を

し

て

い

る

か

ら

で

も
あ

る

だ

ろ

う
。

イ

サ

ク

が

取
り

去
ら

れ

る

は

ず
は

な
い

と
、

未
だ

思
い

込
ん

だ

ま

ま

休
心
し

よ

う

と

す

る

ア
ブ

ラ

ハ

ム

の

頑
迷

固
陋
の

罪
が
、

こ

の

発
言
に

よ
っ

て

更
に

露
呈
さ

れ
て

行
く

。

　

こ

の
一

句
を
キ
ル

ケ
ゴ

ー
ル

は
、

神
が

与
え

返
し

て

く
れ
る
こ

と

を

信
ず
る

「

信
仰
の

騎
士
」

と

し

て

の

立

派
な

発
言
と

取
っ

た
。

し

か

し

フ

ォ

ン

・

ラ

ー

ト

が

キ
ル

ケ
ゴ

ー
ル

と

同
断
の

解
釈
を
す

る

デ

リ
ッ

チ

を

批
判
し

て

指
摘
し

た

よ

う
に

、

そ

う
解
し

て

は

冒
頭

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
　
　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
　
　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
　
む　

1
節
で

明
書
さ

れ

て

い

た

ア
ブ

ラ
ハ

ム

に

与
え
ら
れ

る

「

試
練
」

が

な

し

崩
し
に

さ

れ

て

し

ま

う
と

い

う

難
点
が

生

じ

る

の

で

あ

る
。

「

試
練
」

と

は
、

絶
望

的
な

苦

難
に

よ
っ

て

鍛
え
ら

れ

る
こ

と

を
意

味
す
る

は

ず
な
の

に
、

こ

こ

で

ア
ブ

ラ
ハ

ム

が

生

半
可
な

希
望
を

抱
い

て
い

た

と
い

う
の

で

は
、

真
の

試
練
に

な
ら

な

い

か

ら

で

あ
る

。

　

私
見
に

よ

れ

ば
、

こ

の

句
は

ア
ブ

ラ
ハ

ム

の

信
仰
の

言
葉
ど

こ

ろ
か

、

む

し

ろ

罪
の

言
葉
で

あ
る

。

こ

の

段
階
で

は

未
だ
ア
ブ

ラ
ハ

ム

は
、

い

っ

た

ん

己

が

手
に

握
っ

た

約
束
の

子
が

再
び

取
り

去
ら

れ
る

こ

と

な

ど

あ
り

得
な
い

と

思
お

う
と

し
、

神
の

命
令
の

厳
し

さ

（494） 206
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宗教 と倫理 の 相剋の 時代 に

と

本
当
に

向
き

合
わ

な

い
、

甘
い

発
想
の

残
滓
を

残
し

て

い

る
。

こ

の

父
は

混

乱
し

て

お

り
、

「

父
が

こ

れ

以
上

、

語
り

得
な
い

こ

と

　
　

　

　
　

　

　
　
　

　
　
　
（
42）

を

感
じ

取
っ

た
」

（
ヴ
ェ

ス

タ
ー
マ

ン
）

子
は

、

も
は

や

問
い

返
さ

な
い

の

で

も

あ
ろ

う
。

　

し

か

し

「

試
練
」

は
、

子
と

二

人
だ

け
で

「

一

緒
に

歩
い

て

行
き

、

神
が

命
じ

ら

れ

た

場
所
に

着
く

」

（
819

節）
、

三

日

の

沈
黙

の

行
程
を

経
た

こ

の

最
終
段
階
で

、

父
の

内
面
に

も
は

や

逃
れ
ら

れ

な
い

も

の

と

し

て

強
烈
に

迫
っ

て

来
た

。

そ
の

と

き
、

ア
ブ

ラ
ハ

ム

の

中
で

何
か

が

起
こ

り
、

神
の

命
令
を

仮
借
な

く

受
け

取
る
に

至
っ

た

に

違
い

な
い

。

だ

か

ら
こ

そ

彼
は

、

そ
の

場
所
に

着
く

や
、

そ

れ

ま

で

の

従
者
や

イ

サ

ク

へ

の

甘
い

前
言
を

翻
し

て
、

最
愛
の

独
り

子
の

上

に

敢
然
と

刀

を

振
り
上
げ
た
の

で

あ
る

。

子
に

向
か
っ

て

刀
を
振
り

上

げ
た

の

だ
け

れ
ど

、

そ

れ

は

ア

ブ

ラ
ハ

ム

に

と
っ

て
、

古
い

罪
な

る

自
己

自
身
を
殺
す
ケ

ノ

ー
シ

ス
・

自
己

無
化
の

行

為
で

も
あ
っ

た

に

違
い

な
い

。

そ
の

瞬
間
に

然
し

な
が

ら
、

彼
は

再
び

或
い

は

初
め

て
、

真
に

「

神
を
畏
れ

る

者
」

（
12
節）

と

し

て

蘇

生
し

た

の

で

あ
っ

た
。

そ

し

て

そ

の

瞬
間

、

神
は

改
め

て
、

「

手
を

下
す
な
」

（
創

世
記
二

二

章
12
節
）

、

す
な

わ

ち

「

殺
し

て

は

な

ら

な

い
」

（
出
エ

ジ

プ

ト

記．
一

〇
章
13
節、

申
命
記
五

章
17
節）

と

い

う、

人
と

人
と

の

倫

理
の

回

復
を

高
ら

か

に

宣
し

た
。

「

殺
し

て

は

な

ら

な

い
」

と
い

う
禁
止

命
令
は

、

ヘ

ブ
ラ

イ

語
で

は

元
来

、

神
の

愛
に

目
覚
め

た

者
に

と

っ

て

「

殺
す
こ

と

な

ど

あ

り

得
な
い
」

と
い

う
不

　
　

　

　
　

　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　（
43）

可

能
性
の

断
定
を

も

含
意
す
る

、

恩
寵
と

覚
醒
の

表
現
で

あ
っ

た
。

　

ア
ブ

ラ
ハ

ム

の

日

常
は

表

面
的
に

は
、

倫
理

的
宗
教
的
に

責
め

あ
る

も
の

で

は

な

か
っ

た
（
創
世
記
二
一

22
、

33
）

。

他
人
を

裁
く
こ

と

は
あ
っ

て

も
（
同一

＝

25
）
、

自
ら

を

裁
く
こ

と

は

な

か
っ

た
。

し

か

し

ア

ブ

ラ
ハ

ム

と

い

え

ど

も
、

否、

何
人
も

、

倫
理
的
な

善
行
の

　
　

　

　
　

　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　

　
　

　
（
44）

裹
に

、

隠
さ

れ

た

自
愛
の

動

機
が

入

り

組
ん

だ

形
で

混
入
し

て
い

る
こ

と

を
洞
察
し

な

け
れ

ば
、

偽
善
的
排
他
性
に

堕
す

。

ア
ブ

ラ
ハ

ム

の

生
涯
に

と

っ

て
、

イ

サ

ク

こ

そ

自
愛
の

結
晶
だ
っ

た
。

こ

こ

に

彼
の

生

涯
の

意

味
の

成
就
が

あ
っ

た
。

し

か

し

ぼ

ん

ら
い

愛

児

を
、

ア
ブ

ラ
ハ

ム

は
、

否
、

何
入
も

、

自
分
を
超
え

た

も

の

か

ら

贈
ら

れ
た

は

ず
で

あ
る

。

し
か

し

ア

ブ
ラ
ハ

ム

は
、

否
、

人
は

総
じ

207 （495 ）
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て
、

こ

れ

が

贈
ら
れ

た

も
の

で

あ
る
こ

と

を

忘
れ
、

贈
り

主
へ

の

忘
恩
を
決
め

込

み
、

こ

れ

を

己
が

手
中
に

握
っ

て
、

後
は

自
分
で

操

作
し

私
物
化
し

て
一

人
歩
き

し

よ

う
と

し

が

ち

で

あ

る
。

そ
こ

に

宗
教
的
に

は

罪
が

入
り

込
む

。

あ
る

い

は

倫
理

的
に

も
、

忸
怩
た

る

内
心
を

糊
塗

し

て
、

自
分
の

高
い

倫
理

性
に

謂
れ

の

な
い

自

信
を

抱
き
、

他
を
裁
き

見

下
す
罪
に

陥
り
が

ち

で

あ

る
。

彼
は

、

実
は

赦

し

が

必
要
な

存
在
で

あ
る

こ

と

に
、

気
づ

か

な
く
な

る
。

私

見
に

よ

れ

ぼ
、

皆
人
お

ち
い

り
が

ち

な
、

こ

の

間
の

事
情
を

、

ア
ブ

ラ

ハ

ム

に

託
し

て

見
事
に

剔
抉
し

た
の

が
、

イ

サ

ク

献
供

物
語
に

ほ

か

な

ら

な
い

。

す
な

わ

ち

こ

の

物
語
は
、

罪
と

赦
し
、

死
と

再
生

と
い

う
、

宗

教
経
験
の
一

つ

の

典
型

的
な

次
元

と
、

加
え
て

倫
理

が

生

成
し

存
立

す
る

窮
極
的
な

根
拠
と

を
、

描
破
し

て

余
す
と
こ

ろ

が

な

い

の

で

あ
る

。

　

単
に

そ

れ

ば
か

り

で

は

な
い

。

人
の

実

相
だ

け

で

な

く
、

通
り
一

遍
の

善
な

る

神
理

解
を

超
え
た

、

善
悪
に

跨
る

神
の

真

相
へ

の

迫

り

が

そ

こ

に

は

あ
る

。

す

な

わ
ち

、

こ

こ

で

の

神
は

、

一

見
ア
ブ

ラ
ハ

ム

の

二

心

に

嫉
妬
す

る

狭
量
な

存
在
で

あ

る

か

に

見
え
つ

つ
、

実
は

自
ら

の

善
性
を

否

定
す

る
こ

と

に

よ

っ

て

悪

に

ま

で

下
り、

子

殺
し

教

唆
の

罪
に

ま

で

堕
ち
た

か

ら

こ

そ
、

ア

ブ

ラ
ハ

ム

の

中
に

巣

食
う
罪
性
に

寄
り

添
っ

て
、

こ

れ

を

内
在
的
に

救
い

、

真
に

そ

の

涙
を

拭
い

得
る

存
在
で

あ
る
こ

と

を

証
し

て
、

人
の

神
経
験
の

深

奥
を

剔
抉
す
る

の

で

あ
る

。

　

こ

う
し

て

そ

の

倫
理

的
射

程
は

、

和
辻
倫
理

学
に

残
さ

れ

た
先
の．

つ
の

課
題
と

切
り

結
ん

で
、

い

っ

そ

う

鮮
や
か

と

な

る
。

和
辻

は
、

空
を

窄

ず
る

絶
対

的
否

定
性
の

否
定
の

運
動
が

停
滞
し

な
い

で

機
能
し

て

い

る

と

き
、

そ
こ

に

倫
理

的
な

善
が

出

来
す
る

と

し

た
。

イ
サ

ク

献
供
物

語
の

神
こ

そ
、

そ

の

姿
は

終
始
有
的
に

表
象
さ

れ

実
体
化
さ

れ

る
こ

と

な

く、

声

と

し
て

空
的
に

現
象
す

る

だ
け

で

あ
り

、

し

か

も

そ
の

ポ

イ
ン

ト

は
、

自
ら

の

善
性
を

否
定
し

、

極
悪
に

降
る
、

自
己
否

定
の

神
と

い

う
点
に

あ
っ

た
。

そ

う

し
た

空

を

空

ず
る

全

体
と

し
て

の

神、

絶
対
的

否
定
性
の

否
定
の

運
動
に

感
応
し

て
、

ア

ブ
ラ
ハ

ム

と

い

う
個
も

、

約
束
の

賜

物
を

私
す
る

己

（496） 208
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が

罪

性
と

、

そ

の

束
の

間
の

安
定
に

ま
ど

ろ

む

悪
性
と

を

否
定
し

、

空
を

空

ず
る

善
性
へ

と

展
開
し

た
の

で

あ

る
。

こ

こ

に

は
、

空
を

国
家
に

矮
小

化
す
る

こ

と

な

く
、

元

来
の

超
越

者
へ

と

差
し

戻
し

、

し

か

も

個
か

ら

全
へ

の

運
動
だ

け
で

な
く

、

そ

れ

に

先
立
つ

全
か

ら

個
へ

の

運

動
の

先
導
に

よ
っ

て

こ

そ
、

倫
理

が

出
来
す

る
こ

と

へ

の
、

確
た

る

眼
差
し

が

見
出
さ

れ

る
の

で

あ

る
。

　
こ

の

よ

う
に

読
む

限
り
こ

の

物
語
は

、

本
物
か

偽
物
か

分
か

ら

ぬ

不

可
解
な

神
か

ら

の

理

不
尽
な

命
令
と

し

て

拒
否

す
べ

き
だ
っ

た

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　

　
　

　

　
　

　

　〔
45）

の

に
、

間
違
っ

て

そ

れ
に

従
お

う
と

し
た

ア
ブ

ラ
ハ

ム

の

失

敗
談
（
1
・

カ

ン

ト
）

で

も
、

預

言
者
ミ

カ

以
降
倫
理

的
な

行
為
だ

け

を

命

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　

　
　

　
〔
46）

じ

る

神
が

、

ア

ブ
ラ

ハ

ム

に

だ

け

下
し

た

例
外

的
な

命
令
（
ブ

ー
バ

ー
）

で

も
、

は

た

ま

た
、

こ

こ

で

神
と

呼
ば
れ

て

い

る

の

は

実
は

倫
理

的
要
求
を

突
き

付
け

て

来
る

人
の

こ

と

で

あ
っ

て
、

他
の

人
と

の

関
係
を
全
て

犠
牲
に

し

て

自
分
と

だ

け

関
係
を

全
う
す
る

こ

と

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　

　
〔
47）

を

求
め

る
、

倫
理
の

隘

路
を
比

喩
的
に

表
わ

し

て

い

る
（
デ

リ
ダ）

の

で

も

な

く
、

正

に

宗

教
と

倫
理

の

狭

間
で

苦
闘
す
る

人
間
と

、

善
と

悪
、

無
と

有
の

両
方
に

矛

盾
的
自
己

同
一

的
に

跨
る

神
と

、

そ

の

両

者
の

緊

張
関
係
の

消
息
を

鋭
く

抉
り

出
し

た
、

古
く
も

新
し

い

テ

ク

ス

ト
と

し

て
、

我
々

に

迫
っ

て

来
る

の

で

は

あ

る

ま

い

か
。

終
わ
り
に

　

以
上
を

顧
み

、

別
の

切
り

口
か

ら

小
論
の

論
点
を

纏
め

て
、

終
り
と

し

た
い

。

　

小
論
の

後
半
は

駆
け

足
で

、

イ
サ

ク

献
供
物
語
の

解
釈
を

素
描
し
た

が
、

こ

こ

で

そ
の

内
容
だ

け

で

な

く
形
式
に

も
、

留
意
し

て

お

き

た

い
。

す

な

わ
ち

、

倫
理
が

、

ア

リ
ス

ト

テ
レ

ス

の

中
庸
で

あ
れ

、

カ
ン

ト

の

定
言

命
法
で

あ
れ

、

あ
る

い

は

ま

た

和
辻
の

信
頼
へ

の

応
答
で

あ

れ
、

何
か

原
理

の

呈
示
と

し
て

で

は

な

く
、

む

し

ろ

そ
の

都
度、

物
語
の

読
み

解
き

と

し
て

力
動
的
に

出
来
す
る

方
向
の

豊
か

な
可

能
性
も
、

こ

こ

に

は

示
唆
さ

れ
て

い

た

の

で

は

な
い

か
。

宗

教
や

倫
理

の

根
源
は

超
越
的
な
根
拠
に

遡

り
、

そ
れ

は

比
喩
や

209 （497）
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具
象
で

し

か

語
れ

な
い

も

の

で

あ

る

か

ら
、

象
徴
的
な

物
語
や

神
話
と

し

て

表
現
さ

れ

る

ほ

か

は

な
い

は

ず
な

の

で

あ
る

。

哲
学
的
体

系

的
な

原
理
は

ま

た
、

し

ば

し

ば
絶

対
的
な

普
遍
妥

当
性
を

標
榜
し

、

ポ
ス

ト
ポ

ス

ト
モ

ダ
ン

の

時

代
に

あ
っ

て

は
、

異
質
の

他
者
を

排

除
す
る

支
配
の

言
説
と

し

て
、

忌
避
さ

れ

る
。

従
っ

て

今、

倫
理

や

宗
教
を

語
る

に

際
し

て
、

物
語
解
釈
の

復
権
と
い

う
こ

と

が

指

　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　〔
48）

摘
さ
れ

て

然
る

べ

き

で

あ

ろ

う
。

　

然
し

ま

た

他
方

、

如
上

の

物
語
の

象

徴
解
読
に

当
た
っ

て

は
、

和
辻
や

西
田
の

哲
学
的
な

論
理
を

め

ぐ

る

洞

察
が

、

導
き

の

糸
を
提

供
し

て

く

れ

て

い

た

こ

と

も
、

我
々

は

忘
れ

て

は

な

ら

な
い

。

個
別
の

具

体
的
な

物
語
が

指
し

示
す

、

事
象
の

普
遍
的
で

抽

象
的
な

本

質
は

、

や

は

り

哲
学
の

言

葉
が
こ

れ

を

最
も
包

括
的
に

洞

見
し

的
確
に

衝
く

。

解
釈
は

、

哲
学
に

示
唆
を

得
て

方
向
を

模
索
し

、

あ
る

い

は

そ

れ

を

試
金
石
と

し

て
、

そ

の

純

度
と

妥

当
性
を
試
さ

れ

な

け
れ
ば
な

ら

な
い

。

そ

う
で

な

け
れ
ば

解
釈
は

、

或
い

は

単
な

る

瑣

末
な

迷
路
へ

と

迷
い

込
み

、

或
い

は

独
善
的
な

信
仰
吐
露
に

堕
し

か

ね

な
い

。

物

語
と

哲
学
は

相
補
的
な

関
係
を

築
か

な

け

れ

ば

な

ら

な
い

は

ず
な
の

で

あ

る
。

　

そ

し

て

こ

の

相
補
性
と
い

う
一

点
に

お
い

て
、

本
特
集
の

主
題
で

あ

る

「

宗
教
と

倫
理
」

の

関
係
も

、

物
語
と

哲
学
の

関
係
と

並

行

す
る

こ

と

に

着
意
し
つ

つ

最
後
に

、

倫
理

と

宗
教
の

幸
福
な

調
和
を

語
り

得
る

か
、

と

い

う
冒
頭
の

問
い

に
、

一

言
で

答
え

よ

う
。

　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　
　

　
　
ヘ
　
　
　　ヘ　
　
　　ヘ　
　
　　ヘ　　　
　
　
　
　
　　　　　
　
　
　
　　　　　
　
　
　
　　　　　
　
　
　
　
　　　　　
　
　
　
　　　　　
　
　
　
　　　　　
　
　
　
　
　　　　　
　
　
　
　　　　　
　
　
　
　　　　　
　
　ヘ
　
　
　　ヘ
　
　
　　ヘ
　
　
　　
へ

　

現
代
で

は
、

も
は

や

両
者
の

幸
福
な
予

定
調
和
を

夢
見
る

こ

と

は
で

き

な
い

。

し

か

し

両
者
は

互
い

の

欠
を

相
補
っ

て
、

相
補
的
な

関
係
を

築
く

よ

う
に

努

力
す
る
こ

と

は

で

き

る

し
、

ま

た

努
力
せ

ね

ば
な

ら
な
い
、

と

い

う
の

が
一

先
ず
そ

の

応
え

と

な

る

で

あ
ろ

う
。

倫
理
も

宗
教
も

そ

の

努
力
の

中
で
、

そ

れ

ぞ

れ
の

基

底
と

真
相
が

露
わ
と

な
っ

て

く
る

態
の

も

の

で

あ

る
こ

と
が

、

次
第
に

見
え

て

来
た

か

ら
で

あ
る

。

す
な
わ

ち
、

倫
理
と

宗
教
の

旧

来
の

相
剋
と

不
調
和
の

先
に
、

右
の

よ

う
な

先
鋭
化

さ

れ

た
再
解
釈
を

経
る

限

り
、

倫
理

は

宗

教
的
基
礎
を

持
た

ね

ば
な

ら

な
い

し
、

ま

た

倫
理

と

抵
触
す
る

宗
教
は

最
早
願
い

下
げ
に

し
て

よ

い

こ

と

が
、

露
わ

に

（498） 21G
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な
っ

て

来
た

。

換
言
す

れ

ば
、

倫
理
は

、

如
何
な

る

無
制

約
的
な

も

の

の

信
に

基
づ

い

て

い

る

か

を

自
ら

に

問
い

詰
め
、

己

の

「

宗

教
」

的
出

自
を

自
他
に

明
化
せ

ね

ぼ
な

ら

な
い

。

ま

た

宗

教
は
、

他
者
と

の

共
生

の

理
路
に

悖
る

か

否
か

を

常
に

自
省
し
て

、

「

倫
理
」

を

蔑
し

た

自
己

絶
対
化
の

僭
越
を

踏
み

止

ま

ら

ね

ば

な
ら
な
い

。

倫
理
と

宗

教
は
こ

う
し
て

互
い

を
、

自
ら

の

歩
み

が

迷
路
に

踏
み

迷

っ

て

い

な

い

か

チ
ェ

ッ

ク

す
る
バ

ロ

メ

ー

タ

ー

と

し

て

機
能
さ
せ

、

そ

の

意

味
に

お

い

て

相
補
的
関
係
を

自
覚
的
に

築
い

て

行
く
こ

と

が

で

き

る

し
、

ま
た

築
い

て

行
か

ね

ば
な

ら

な
い

は

ず
な
の

で

あ

る
。

　

そ

れ

が

単
な
る

夢
見
事
に

終
る

か
、

赫
々

た

る

現
実
と

し

て

措
定
さ

れ

る
か

は
、

ひ

と

え
に

倫
理

と

宗
教
そ

れ

ぞ

れ
の

本
質
を

め

ぐ

っ

て

我
々

が

今
一

度
再
考
し
、

両

者
の

存
立
と

関
係
を

新
た

に

再
構
築
し

て

行
く

意
志
が

あ
る

か

否
か

に

か

か
っ

て

い

る
。
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註
（
1

）

　
〈

旭゚

≧
帥

図

Q自
o

蕃
δ
お

b
ミ

ぎ噛
§
織

野
譱
婁

§

譜
丶

肉
ミ
黥

黷
§

軋

ミ
恥

§
ミ
暁

蓋
ミ
恥

き
唾

ミ
ミ
ヤ

〉
曜
ミ
範

丶

謬
済

ミ
謝

§
、

6

ぎ
戔

ミ
轟
袋

鳶
晦

竃
蕊

龜

　
　
軌

ミ
覧

晦

簿
§

国
諺

§
ミ
詠

ミ
羃
［

O
 

雷
B
巨
巴
叶

 

芝
 

蒔
Φ
＼

7
貯
駁

ω
o
び

巴
 

斜

じu
恥

』
］

（
じu
會
p
団

蕁
g
ぽ
o

＜

霞
匡
αq

』
ま

3堕
Qり゜
° 。

O
ω゚

和
辻
哲
郎
『

倫
理

　
　
学
　
上
巻
』

（

和
辻
哲
郎
全

集
、

第
十
巻）

岩
波

書
店、

一

九
六
二

年
、

三

〇
三

−
六

頁
参

照
。

な

お

関
根
清一．一
『

旧
約
に

お

け

る

超
越
と
象

微

　
　
解
釈
学
的
経
験
の

系

譜
』

東
京
大
学
出
版
会

、

］

九
九
四

年、

九
五
−

六

頁
、

註
（
4

）

も

併
照

。

（
2）

°り

費
9
丕
Φ

蒔
Φ

窓
鬻
斜

蠹
N

鳧

黯
魯

§”
°。

§
窪

丕
¢

蒔
Φ

舮q
餌
肆

a
留
邑
9
¢

均

鶤
冨
き

じd
冒
侮

9

曾
幕
鳧
聾

這
O
° 。

富
鼻

゜。）

あ
為
亠

F

（
3）
　
国

ヨ
∋
叫

鬢
Φ一
門
Φ
〈…
コ

器”
．

茵一
 

蒔
Φ
ぴ窺

芻
a”
両
×

ジ

5
コ
∩
Φ

讐
匹

更
三
〇

°。、、

譽
臼．
〉

勺

ヨ
Oo

ω

oh
、

謬
Φ

蒔
紹
き
巳
≦
〈

き
計”、．
圃
疂

凶
創
こ

、
毳
芍

ミ
〉
ミ
ミ

鼈

　
　（
昌
餌

靂゚

寓
甘

冨
巴

じd’
ω

ヨ
淳
げ一

ω

邸

艮
oa

℃
O
蝉

ま
h

ω

＄
コ
hoaq

巳
〈°

甲
Φ

鬘
H80

ご

什

屋
昜
言
江

80
暁

き
ミ
砺

特

§
滝
的

（
［

竃
言
な
Φ

≡
電
］…

聞
曽

富

　
　］
≦
o

茜
9。

コ

鈩

巳
屋）MO

°

ヨ
h°

（
4
）

田
Φ

蒔
Φ

αq

舞
旦

魯

ミ阜一
。゚喞

目

累゚

（
5）

〉

房
ε

琶
。

p

両

ミ
毳

〉
蒔
。

§
§
ミ
魯

罕
。

轟
唇
≦
け

耳
。

三
ρ

琴

巴
ぎ

彎
ご

澪
∩

覗

置
。

巴
霧
冖

2
臥

二

』
ヨ
嬉
什

90

改
。

a
Ω
舘

鴇
巴

→

賃
星

　
　
HQQ

 

恥

　
一

〇

 

刈

餌
1

 

QOP

　
　
　

｝

（
6V

筐
伍゜
口
岑
軌

寒凾
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（
7）

含
B
餌

量
巴

密
員

§
ミ
誉

憲
蹴

ミ

 

ミ
§鳩

嵩

笋
丙

穹
房

αQ
Φ

ω

餌

ヨ
目
Φ

澤
Φ

ω
o

巨
h
叶

售
じd
餌

邑
ρ

囚
α

昌

唖

互
障
窪
じ。

曹
訂
〉
罵

巴
Φ

邑
Φ

α

葭

　

　
♂

＜圃
。゚

°・

窪゚
。

o
げ

駄
器
員

ω

」
。。

悼

自゚

（
8）
　
】

詈

巨
四
旨

コ
Φ一

囲
9

簿｝
O
歪
ロ

巳

蕷
信

コ
駒

N

葭

窰
Φ

昼
O
プ

器
貯
位
Φ
「

ω

葺
Φ

三
げ

お
瞬
く

8
囚

鶏
一

く
o
「

靈
コ
匹
Φ
「凾

lq
β
＜
Φ

感
β

帋
「
け

臼

乞
四

9
時圏
匹゚

も。°
》
員
鼬
團゚

　

　
1
＝
帥

∋
げ

霞
韓

句゚

］
≦
o

ぎ
 

「

」
 

 

 

（
℃
ず
諱
Oo
自

OO

ぽ一
〇〇

6
ゴ
Φ

一
W
一

げ一一
〇

冖

び
 

評一
　

鵬
匹゚

ら

一）、
しり

」
N「

（
9）

筐
伍

‘

ω

』

叢゚

（
m）
　
関
根
前

掲
書、

三

二

頁
以
下

参
照

。

（
11
）
　
和
辻
前
掲
書、

二

六

ニ

ー
三

頁
。

な

お

和
辻
ほ

ど

包
括
的
な
論

及
で

は

な

い

け
れ

ど
、

同
様
の

着
眼
は

へ

ー
ゲ

ル

の

哲
学
史
に

既
に

見
出
さ
れ
る

。

（
12
）
　

同
書、

三

Q
八

頁。

〔
13
）
　
回
書、

一

〇
六
頁

以
下

。

（
14
）
　
同
書、

一

〇
四

頁
。

〔
15
）

同
書

、

一

七

頁
。

同
『

人

間
の

学
と

し

て

の

倫
理

学
』

岩
波
書
店、

一

九
三

四
年、

】

九
頁
以

下
も
併
照

。

（
16
）

　
湯
浅
泰
雄
「

和
辻

哲
郎
　
　
近
代
日

本
哲
学
の

運

命
』

ち

く
ま

学
芸
文

庫
、

一

九
九
五

年、

三

三

三

頁
。

（

17
）

　
和
辻
前
掲
『

倫
理

学
　
上

巻
』

二

六

頁
。

（
18）
　

同
室
口

、

六

〇一
二

頁
。

（
19）
　
そ
の

当
否
に

つ

い

て

は、

湯
浅
前
掲
書

、

二

三

九、

三

九
五

頁
も
参
照

。

（
20）
　

同
書、

三

九
六

頁
以
下
併
照

。

（
21
）

　
関

根
清
三

『

旧

約
聖
書
と

哲
学
II
．

現

代
の

問
い

の

中
の
一

神
教
」

岩
波

書
店、

二

〇
〇
八

年、

＝

八

頁
以
下
参
照

。

（
22
）
　
勺
帥

巳

自
霞
oF

閤
霧
Φ
昌

口

p
島

窯
き
匹

巴

亀

靄

2
曁
ぴ

穹
ρ

一
昌

」
FO
Φ

銘
ヨ
ヨ
 

犀
Φ

朝
興
犀

P
切

F
＜

日
し
旨
ρ

Qo°
一

一

 ゜

（
23
）
　

ヨ
達
4

ω

」
一

P

（
24
）
　凶
互
瓜

団゚
ω゚

】

畠゚

（

25
）

　

ま
莚
4Q

り鹽
H

°。

ド

　

因
み

に

日

已
冨
芦

∪
帥

ウ゚

「

Φ

＝
財Q
δ
の

Φ

悶
o
昌

〇
四

ヨ
Φ

三
匹
Φ
ω

目
o
「

巴圃
ω

o
び
Φ
昌

出
騨
コ

ロ

巴

磊”

○
Φ

ω

9

日
ヨ
Φ

＃
Φ

亳
Φ

葺
ρ

Cd
塵

］
H

押

国
く
鋤

p
∞q
Φ−

　
　
一

δ
o
ゴ

霧
く

巴
夷
ω

≦
興
ぎ
ω
什

¢
叶

舐
胃
計

一

霧
9
ω゜

旨
（
「

倫
理
の

宗
教

的
基

礎
』

テ
ィ

リ
ッ

ヒ

著
作
集
　
第
二

巻
、

白
水

社、

一

九
九
九
年、

一

四

頁
）

　

　
は

道
徳

的
命
法
を
、

中
心
を

持
つ

自
己
と

し

て

の

「

人

格
に

な

れ
」

と
の

要

求
と

定
義
し
て

い

る
。

（
26
）

　
凶
ぼ
伍

‘

ω゚

卜 。

P
（
訳
一

七
−

八

頁
）

（
27）
　
凶
玄
α゚
闇
Gn

］
刈゜
〔
訳
］

四
頁）
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宗教 と倫理 の 相剋の 時代に

（
28
）
　一
玄
匙゚
冠
Q。°
幽

切゚

（
訳
四
八

頁）

（
29
）
　

和
辻
前
掲
『

人

間
の

学
と

し

て

の

倫
理

学
」

、
一
．

頁
以
下
参
照

。

（
30
）

　

松
下
良
平
「

道
徳
の

伝
達
　
　
モ

ダ

ン

と

ポ

ス

ト

モ

ダ
ン

を

超
え

て
』

目

本
図
書
セ

ン

タ

ー、

二

〇
〇
四
年、

三

〇
九
頁
以
下
参
照

。

（
31
）

　
コ
讐
P

謁
鳴

ミ
畧
騎

ミ
ミ

b99

伍

9Qo
°
国゚

Qワ

寓
p
ゆq
ρ

O
改
oa

Ω
器
臨
∩

巴

→
Φ

幹
ω

』
OO

辞

〈
一

一

一

朝

山
゜。

ふ
繊
〉

出
督
印

（
32
）

　
』

o
ら。
 

○

諄
o
ぴQ
叫

密

O
錺
白自

象噌

卜
轟

鳶
趣

戴
凡

歡

§

繋

ミ
の

ミ
毳
毳一

詞
。゚

℃

霧
餌・
O
餌一
℃

PQo

°
〉°
」
≦
Φ

紆
具

6Q
。

一

（

即
 

≦
 

ξ
瓢

 

Ooo

貳
 

昇
Φ

口
ゆ

ω

O）℃
”

』
8°

（
33
）

　
関
根
清
三

『

旧
約
聖

書
と

哲
学
1
ー

現

代
の

問
い

の

中
の
一

神
教」

岩
波
書

店、

二

〇
〇
八

年、

＝
一
五

頁
以
下
併
照

。

（
34
）

　
同

書、

三

頁
以
下

。

（
35
）
　
湯
浅

前
掲
書

、

三

四
五

頁
。

（
36
）

　
西
田

幾
多
郎
「

場
所

的
論
理

と

宗
教
的
世
界

観
」

（
『

西
田
幾

多
郎
全

集
　
一
一

巻
』

岩
波
書
店、

一

九
四

九
年）

。

（
37
）

　
同
書、

四

〇
八

頁
以

下
。

（
38
）

　
Ω
鱒
二
。゚

芝
Φ
卩゚

器
「

ヨ

譽
PO

§
毳
蹄

」

鳴
−

恥
軌’

じd
ズ
H

誌”

Zo
二

左
唇
ゴ
Φ

疂

Z
窪
評

畔
o
げ
Φ
コ
o
『

＜
Φ

三
”

鉾
一

 

゜。

ご

ω゜
鼻

ω

 ゜

（
39
）

　
O
奠
げ
p⊃

a
〈
o
ロ

カ
曽

ρ

O
§
鳴

鴇
恥゜

》
日

∪
悼

虞
レ
O
°。

一

（

一

H
帥

o
ゆ

シ
QD。
一

〇

一゜

（
40
）
　
宮
本
久

雄
「

ア

ブ
ラ

ハ

ム

の

受
難
と

他
者
の

地

平

ー
漂
白
の

物

語
か

ら
ハ

ヤ

ト

ロ

ギ

ア
（
ヘ

ブ
ラ

イ

的
存
在
論）

的

共
生
へ

」

（

宮

本
久
雄
・

大

　

貫
隆
・

山

本
巍
烈

受
難
の

意

味
　
　
ア

ブ

ラ
ハ

ム

・

イ
エ

ス
・

パ

ウ
ロ
」

東
京
大
学

出
版
会、

二

〇
〇
六

年）
、

＝

五

頁
。

（
41
）

　
＜
o
昌

嗣

富
F

魯

驚、°層

ψ
一
寵゚

〔
42
）

　

亳
Φ
。゚

8
【

日
蝉

⇒

P

愚

職

卦

oQ’

龍
ρ

（
43
）
　
前
掲
拙
著
『

旧

約
に

お

け
る

超
越
と

象
徴
」

、

八一、一
頁
以

下
。

（
44
）
　

目
匠
∩
ゴ

」
〕
曽
ω

冨
＝
ゆq
ま
ω

Φ

周
隹

昌
ユ
帥

日
Φ
p
戸

QD

」
。 。

瞥

（

五］
一

頁）

（
45
）

　
H

ヨ

日

碧
¢

色

内

弩
广

b
ミ
¢

融
笥

舞

魯
丶

黥
ミ
黥
 

§

し
お
゜。

（
〉
胃
蝉

島
Φ

巳矧
Φ

》
器
αq

魯
Ω

剛

ぽ

田曲
ぴ

時

認

」
O

＄）
曽
ω甲

瓮呷

（
46
∀

　
言
襞冖
ぎ

割
二

σ
Φ

さ
、．

く

80
ぎ
興
ω
嘗
ω

℃
Φ

⇒
u。

ぎ
コ

恥

靄
国
冖

ず

ヨ

9
Φ
コ．、
」
煢

◎
ミ殊

愚
ミ

改
ミ
謹
蹄゚

鋤

ミ
ミ
h

ミ
ミ

器
§
N

ミ
ヒロ

爵
討
丶

ミ
戔
晦

軸

ミ
鴇
譜

§

需
ミ
愛
皆
壽

　

黛
嵩

翫

、

ミ
ご
の

愚
ミ
鳴

（
N
紆剛
9一
と
9
コ
Φ
ω
ω

Φ

＜
Φ

ユ
四
αq
レ
O
 

ω）田
oD

」
ω

G 。

山
軽

仁゜

（
47
）
　

冨
O
＝
Φ

O
震
ユ
血

斜

b
も

誌

諱

ミ

ミ

ミ
o

試

譜

卜
、

瓢

ミ
Q

ミ

ミ
八

§
芦

℃
pD
ユ
。゚”

→

蕁
塁
三
〇

P
｝

8b
。｝

葛
認
ρ゜

（
48
）
　
近
年
の

こ

う

し

た

方
向
の

豊
か

な

試
み

と

し

て
、

宮
本
久

雄
・

金
泰
日

凵

編
『

シ

リ

ー

ズ

　
物
語
り
論
　
1
〜
3

』

東
京
大
学
出
版
会、

二

〇
〇
七
年

　

が

注
目
さ

れ

る
。
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