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と
の

考
え

方
で

あ
る

。

ジ
ン

メ

ル

は
、

と

り
わ

け
三

つ

の

経
験

領
域、

す

な
わ
ち．

、

・
目
然

経
験

、

運

命
の

経
験

、

そ
し
て

社
会
の

経
験
を、

宗
教
を

生
ぜ
し

め
る

経
験
領
域
と
し
て

挙

げ
る

。

ジ
ン

メ

ル

の

こ

の

議

論
に

お
い

て

は
、

そ
の

ア

プ
リ

オ
リ

を

特
定
す
る

ジ

ン

メ

ル

の

直
観
そ
の

も
の

が、

既
存
の

宗
教

、

と

り
わ

け
キ
リ

ス

ト
教
に

由
来
し
て

お
り、

一

種
の

循

環

論
に

な
っ

て

い

る

こ

と
は

否

定
で

き
な
い

。

　

 
の

領
域
は

、

生
の

、

あ
る

い

は

宗
教

性
の

存
在
論
と
で

も

呼
ぶ

べ

き

主
題

領
域
で

あ
る

。

ジ
ン

メ

ル

は
、

信

仰
を
も
つ

こ

と

や

宗
教

的
で

あ
る

こ

と
と

は、

命
題
的
な
な

に

か

の

真
理
性
を

信
じ
る

こ

と

（

「

貯
芝
o

耳
−

げ

聾
窪
）

で

は

な

く、

存
在
〔
Qり

色
コ）

の

あ
り
か
た

で

あ
り、

あ
る

状

態

（
N
ロ
ω

8
コ
ロ）

な

い

し

「

状
態
性
（
N
犀
。゚

感
口

自
葺
貯
o一
¢
」

で

あ
る

と

言
う
。

そ

う
し
た

状
態
性
が

受
肉
す
る

宗
教
的
表
象
や

内

容
は
さ
ま
ざ
ま
で

あ

り

う
る
。

し

か

し
ジ
ン

メ

ル

に

と
っ

て

重

要
だ
っ

た
の

は
、

こ

う
し
た
宗
教

的
生
の

あ
り
か
た

の

底
に

溢
れ

る

あ
る

種
の

直
接
的
な
生
で

あ
る

。

そ
れ

は

「

こ

の
一

性
、

な
お
ま
っ

た

く
他
在
を

知
ら
な
い

宗
教
的
存

在
の

、

そ

れ

自
身
に

没
頭
す
る

状
態
性
」

で

あ
る

。

ジ
ン

メ

ル

は
、

こ

う
し
た
状

態

性
を

極
限
概
念
と
し

て
、

し

か

し

同
時
に

生
き
る

な
か
で

直
観
し

う
る

事

実
性
と

し

て

措
定
し

た
。

さ

ら

に

注
意
す
べ

き
は

、

こ

の

直
接

的
宗
教

性

が

生

き
ら

れ

る

こ

と
に

こ

そ
、

ジ
ン

メ

ル

は
宗
教
の

発
展
の

方

向
を
見
て

い

る

点
で

あ
る
。

ジ
ン

メ

ル

は
、

同
時
代
の

宗
教
進

化
論
を

、

自
己
の

信

仰
を

絶
対
化
す
る

過
ち
と

し

て

批

判
す
る

。

ジ
ン

メ

ル

の

言
い

方
で

言
え

ば
、

「

よ
り

完
全
な
宗
教
」

と
い

う
も
の

は
無
く、

「

よ

り

完
全
に

宗
教
」

で

あ
る

こ

と
が
、

唯
一

語
り
う
る

宗
教
の

「

進

化
」

で

あ
る

。

こ

れ

は

ジ

ン

メ

ル

に

よ

れ

ば
、

「

最
も

純
粋
な
意
味
に

お
い

て

現
実
に

〔
響
貯

尊
o
げ）

宗
教
と

な

る

無
限
の

プ
ロ

セ

ス
」

に

他
な

ら

な
い

。

こ

こ

に

は

す
で

に
、

自
ら
が
生
み
出
し
た
形
式
を

絶
え
ず
は
み
出
し
な

が
ら

展
開
さ

れ

る

生
の

自
己
超
越
の

運
動
と
い

う
ジ
ン

メ

ル

の

生
の

哲
学
の

枠
組
み

が
、

ま

た

そ

う
し
た

枠
組
み

に

基
づ

く
「

生
の

宗
教
」

と
も
い

う
べ

き
宗

教
の

ヴ
ィ

ジ

ョ

ン

が

垣
間

見
え
る

と
言
え
よ
う

。

　
ジ

ン

メ

ル

の

生
の
宀

示

教
の

ヴ
ィ

ジ

ョ

ン

は
、

　一

九
一

二

年
以

降
に

成
立

し

た

諸
著
作
に

お
い

て、

さ
ら
に

詳
し
く

論
じ
ら

れ

る

が
、

こ

の

生
の

宗

教
が

具
体
的
に

ど
の

よ

う
な

様
相
を

と
る
の

か
、

と
い

う
こ

と
は
、

最
後

ま
で

明

確
に

は
な
ら
な
か
っ

た
。

ジ

ン

メ

ル

の

宗
教

論
に

は
、

決
定
不
可

能
な
さ

ま
ざ
ま
な
両
義
性
が
つ

き
ま
と
っ

て

い

る
。

し

か

し
、

そ

う
し

た

両
義

性
を、

宗
教
が
あ
る

未

決
定
な
も
の

と
し

て

主

題
と
な
っ

た
近

代
と

い

う
時
代
の

特
質
を
如
実
に

反
映
し
た
も
の

で

あ
る

と

考
え
る

な
ら

ば
、

ジ
ン

メ

ル

宗

教
論
は

、

よ

り

積
極
的
な
今
日
的

意
味
を
も
つ

も
の

と
し

て

見
え
て

来
る

で

あ
ろ

う
。

ハ

ン

ナ
・

ア

ー

レ

ン

ト
の

　

　
　

世
界
へ

の

愛

『

人
間
の

条
件
』

再

考

今

出

敏

彦

　
ハ

ン

ナ
・

ア

ー

レ

ン

ト

臼
き
自
帥

け

〉

話
⇒

α
戸

お
O
 

亠
 

誤）

は

『

全

体
主

義
の

起

源
』

で
一

躍
有

名
に

な
っ

た
ユ

ダ
ヤ

人
思

想
家
で

あ
る

。

彼

女
の

独
自
性
は

、

公
共
性
概
念
の

形
成
に

お
い

て
、

一

方
で

占
代
ギ

リ

シ

ア
・

ポ
リ

ス

的
な
「

不
死
へ

の

努
力
」

を
モ

デ

ル

と
し、

他
方

、

キ

リ

ス

ト

教
思

想
の

「

永
遠
の

命
」

に

よ

っ

て

基

礎
づ

け
ら
れ

て

い

る

こ

と
で

あ

る

が
、

こ

れ
ら
は
共
に、

い

つ

か
は

死
ぬ

運

命
の

人

間
に

と
っ

て

究
極
目

標
で

あ
る

。

で

は、

そ
の

ど
ち
ら
が
よ

り

究
極
だ
ろ

う
か
？

　
こ

の

問
い
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に

答
え
よ

う
と

し

た

の

が
、

ア

ー

レ

ン

ト
の

「

世

界
へ

の

愛
」

（
＞

B
程

ヨ
⊆

p
島）

で

あ
る

。

世
界
へ

の

愛
と

い

う
概
念
は、

キ
リ
ス

ト
教
世
界
に

お
い

て、

神
に

よ

る

世

界
へ

の

参

与
と
人
間
の

欲
望
に

よ

る

現
世
へ

の

執

着
の

二

通

り
に

解
釈
さ
れ
る
が

、

ア

ー

レ

ン

ト
は、

は

っ

き
り
と

定
義
し

な
か
っ

た
。

し
か

も
、

彼
女
は

キ

リ

ス

ト

教
の

超
世

界
性
を
批

判
し、

現

代
世

界
の

特
徴
を

「

世

界
疎

外
」

（
タ、
o
ユ
α

曁
窪
讐
δ
口）

と

規
定
し
た

。

そ

こ

で
、

匿
界
へ

の

愛
の

解
明
の

た
め

に
、

一
、

「

世

界
疎
外
」

と

い

う

概
念
の

明
確
化、
一
．
、

ア

ー

レ

ン

ト

の

キ

リ

ス

ト

教
理
解
（
批

判）

の

把

握、

が

必

要
と
な

る
。

　
一
　

世
界
疎
外
と
は

何
か

　
こ

の

概
念
は
、

マ

ッ

ク

ス
・

ヴ
ェ

ー

バ

ー

と
カ

ー

ル
・

マ

ル

ク

ス

と
い

う
二

人
の

偉
大
な
思

想
家
を

参
考
に

考
案
さ
れ

た
。

ヴ
ェ

ー

バ

ー

か

ら
は

「

丗

俗
化
（
脱
魔
術
化
と

を
、

そ
し
て

マ

ル

ク

ス

か

ら

は

「

疎
外
（

資
本

主

義
的

搾
取）
」

の

問
題
を

採
り
上

げ
た
。

近
代
の

世

俗
化
は

科
学
技

術

の

進
歩
と

資
本
主
義
の

発

展
を
も
た
ら
す
一

方、

キ

リ
ス

ト
教
の

救
済
の

確
か

さ
を

失
わ

せ
、

と

り
わ

け
資
本
主
義
は

深
刻
な
経
済
的
格
差
を

生

み

だ

し、

困
窮
し
た

労
働
者
か
ら
生

き
る
意
味
を
奪
っ

て

い

っ

た
。

こ

れ

ら

の

分
析
を
も
と

に
、

ア

ー

レ

ン

ト
は
世

界
疎

外
を

二

〇

世
紀
の

全
体
キ

義

的
支
配
の

土
台
で

あ
る

と

考
え
た

。

　
ニ

　
キ
リ

ス

ト
教
の

伝

統
的
思
考

枠
組
の

崩
壊

　

ア

ー

レ

ン

ト
は

全

体
主

義
的

巨
悪
の

分

析
に

際
し

て、

一

人
の

人

物

に

注
目

し
た
。

ア

ド
ル

フ
・

ア

イ
ヒ

マ

ン

（
〉
匹
o

開

国
貯
ゲ

旨

雪
藁
081

6
 
b。
）

で

あ
る

（

彼
は

ナ

チ

ス

の

幹
部
で
、

ユ

ダ

ヤ

人
の

ホ

ロ

コ

ー

ス

ト
の

責
任
者
の
一

人
）

。

彼
女
は
イ
ェ

ル

サ

レ

ム

裁
判
を

傍
聴
し、

彼
の

唯
一

の

特
徴

が、
「

自

分
の

行
っ

た

結
果
や

、

そ

の

意
味
を
全

く
考
え
な

い

こ

と
」

、

つ

ま

り
「

無
思
考
性
」

（、
「

ぽ
o
ロ
ゆq

茸
帯
の

の

コ
Φ
ω

の
）

で

あ
っ

た

こ

と

に

大
き
な

シ

ョ

ッ

ク

を

受
け
た

。

こ

れ
は
、

キ

リ
ス

ト

教
の

伝
統
的
思

考
枠
組
の

崩
壊
を

意
味
す
る
も
の

と

言
え
る

。

　
世

界
へ

の

愛
の

意
味
は
、

人
間
が
自
ら
の

生
を

自
覚
し、

問
い

か
け
る

能
力
を
喚．
起
す
る

こ

と

で

あ
る

。

我
々

は
死
す
べ

き
運
命
に

あ
る

人
間
で

あ
る

が
故
に

、

「

不
死
」

と

「

永
遠
の

命
」

に

憧
れ

る
。

た

だ
、

そ
の

ど

ち
ら
か
一

方
を
選
ぶ

こ

と

は

困
難
で

あ
る

。

何
故
な
ら、

そ
れ
は

答
え
の

見
え
な

い

果
て

し
な
い

問
い

な
の

だ
か

ら
。

し
か
し、

だ

か
ら
こ

そ
、

こ

の

問
い

を
諦
め
な
い

可
能
性
が、

人

間
の

条
件
な
の

で

あ
り、

こ

の

可

能

性
こ

そ
が、

最
も

平
和
を

脅
か

す
も
の
、

つ

ま
り

、

無
思
考
性
と
い

う
無

理
解
を

抑
止

す
る

知
的

営
為
を

保
証
す
る

も
の

で

あ
る

。

ボ
ン

ヘ

ッ

フ

ァ

ー

の

良
心

論

岡

　
野

彩

　
子

　
ボ

ン

ヘ

ッ

フ

ァ

ー

の

良
心

論
は
、

聖
書
的
・

宗
教
改
革
的
に

方
向
づ

け

ら
れ

た
人
間
理
解
に

基
づ

き、

神
か

ら
離
反
し
た

堕
罪
後
の

人
間
の

状
態

か
ら
目
を
離
さ
な
い

．

た

び

た
び

自
然
神
学
の

思
潮
に

お

い

て

良
心
は
、

人
間
の

内
な
る
神
の

声
で

あ
る
と

主

張
さ

れ
る

。

し
か
し
彼
は

ル

タ
ー

と

同
様
に

、

「

自
然
の

光
」

に

対
す
る

楽

観
的
な
理

解
を

拒
否

す
る
。

そ
の

た
め

「

自
律
的
良
心
」

に

つ

い

て

は

そ
の

生
涯
の

初
期
か
ら
、

閉
じ
ら
れ

た
思

惟
の

中
で

自
己
正
当
化
に

傾

く
も
の

と
し
て

批

判
的
で

あ
る

。

他

方

で

「

他
律
的
良
心
」

に
は、

自
律
性
が

犠
牲
と
な
る

危
険
を

見
て

い

る
。

そ

し
て

後
期
の

著
「

倫
理
』

に

至
っ

て

は
、

他
律
と

自
律
の

区

別
を
超
え
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