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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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た
「

キ

リ
ス

ト

律
的
良
心
」

と
い

う
べ

き
も
の

を
模
索
す
る

こ

と

に

な
る

。

　
こ

う
し

た

良
心
論
の

深
ま

り
は

、

彼
の

ヒ

ト
ラ

ー

暗
殺
・

ク

ー

デ

タ

ー

計
画
へ

の

参
与
が

最
高
潮
に

達
し

た

時
期
と
一

致
し
て

い

る
。

ユ

ダ

ヤ

人

大
量

殺
戮
と
い

う
事
実
を

前
に

し

て
、

な
お
「

殺

す
な
か
れ
」

と
い

う
非

暴
力
に

よ

る

服
従
の

倫
理

は

妥
当

す
る

の

か
。

こ

う
し
た

問
い

が

彼
を
と

ら
え
、

「

罪
の

引
き

受
け

」

の

決
意
と
い

う
問
題
に

直
面
し
て

い

た
と

思

わ
れ
る

。

し

か
し

彼
の

定
義
に

よ

れ
ば、

良
心
は
「

よ
り

良
い
」

自
分
と

の
一

致
を

求
め
る

人

間
実
存
の

呼
び
声
で

あ
る

。

そ
れ
ゆ

え
自

分
が

無

傷

で

あ
る

た
め

に
、

法
規
範
を
超
え
て

罪

責
を
担
う
こ

と
に

対
し
て

抗
議

す

る
。

し

た
が
っ

て

良
心
が

、

「

ど
こ
」

に

実
存
の

中
心
を

求
め
、

「

何
」

を

判
断
の

基

準
に

す
る

の

か
が
、

重

要
な
意
味
を
持
っ

て

く
る

。

こ

の

相
違

が
、

何
を
よ

り
大
き
な
罪
と
し

て

認
識
さ
せ
、

よ

り
大
き
な
罪
を
避
け
る

た
め

に
、

よ

り
小
さ
な
罪
を
引
き
受
け
る

と

い

う
態
度
に

相
違
を
も
た

ら

し
、

異
な
る

行
動
に

導
く
こ

と

に

も
な
る

か
ら
で

あ
る．、

自
律

存
在
と

し

て

の

人
間
に

お
い

て

は
自
分
で

発
見
し
た

「

普
遍
的
法
則
」

が、

ナ

チ
ス

が
他
律
に

席
を
ゆ

ず
っ

た
場
合
に

は

「

ヒ

ト
ラ

ー

の

意
志
」

が、

信
仰
に

お
い

て

は

「

神
の

意
志
」

が、

善
を

知
る

拠
り
所
と

さ
れ
る

。

　
ボ

ン

ヘ

ッ

フ

ァ

ー

に
と

っ

て

重

要
で

あ
る

の

は
、

キ

リ
ス

ト
の

生
に

応

答
（
＞
p
ラ
＜
o
「
辞）

す
る

「

責
任
」

（

＜
Φ

冨
ロ
け

乏
o

畧
⊆

⇒
ゆq）

を

真
に

担
う
こ

と

で

あ
り、

神
と

隣
人
を
愛
す
る

が
ゆ

え
に

罪
を

引
き
受
け
る

場
合、

あ

ら

ゆ

る

法
規
範
に

原
則
的
に
拘
束
す
る

こ

と
か

ら

解
き
放
た
れ

る

「

福
音

的
自
由
」

と
い

う
も
の

が
確
保
さ

れ
て

い

る
。

し

か

し
法
に

従
う
こ

と
と

法
か

ら

自
由
に

な

る

と

い

う
こ

と
、

つ

ま

り
「

服
従
」

と

「

自
由
」

の

関

係
は

ど

の

よ

う
に

関
係
づ

け
ら

れ

る

の

だ
ろ

う
か

。

彼
は

そ
の

究
極
の

根

拠
を
、

イ

エ

ス

に

お
い

て

成
就
さ

れ
た
人

間
と

神
と
の

関
係
の

中
に

見
出

し

て

い

る
。

イ
エ

ス

は

服
従
す
る

者
と

し

て
、

盲
目
的
に

律
法
に

従
い

つ

つ

神
の

意
志

を
行
い
、

自
由
な
者
と

し
て
、

開
い

た

口
で

そ
れ
を

自
発
的

に

新
し
く

創
造
し
た

。

そ

れ
ゆ
え
に

人
間
は

、

「

服
従
に

お
い

て

神
の

ト

戒
に

従
い

、

自
山
に

お

い

て

十
戒
を

創
造

す
る
」

こ

と

が
許
さ
れ

て

い

る

と
い

う
。

こ

こ

に

は
、

他
律
と

自
律、

つ

ま

り
服
従
と

自
由
を
超

え
る

高

次
の

統
一

と
し

て

の

「

キ

リ

ス

ト

律
的
良
心
」

と

い

う
べ

き

も
の

が
表
現

さ

れ
て

い

る
。

　

そ
の

よ

う
に

キ

リ

ス

ト

律
は

、

あ
ら

ゆ

る

人
間
的

な
法
規

範
と
は

異
な

り、
「
自
由
」

を
「

命
じ

る
」

。

換
言

す
れ
ば
、

「

自
由
」

と

「

服
従
」

と

い

う
矛
盾
を
止

揚
す
る

。

こ

れ

に

つ

い

て

ボ
ン

ヘ

ッ

フ

ァ

ー

は
、

「

固
有

法
則
性
」

（
顫
σq

窪
αq
 

ω

 
叶

昌
n

冥
興
）

と

い

う
も
の

と

の

関
連
で

も

論
じ

て

い

る
。

聖

書
に

よ

れ
ば

、

あ
ら
ゆ

る

造
ら
れ
た
も
の

は
．

キ

リ

ス

ト

を

介
し
て
、

キ

リ
ス

ト
に

向
っ

て

存
在
し

て

い

る

（
コ

ロ

サ

イ
一

章
一

五

節

以

ド）
。

し
た

が
っ

て
、

彼
に

「

異
質
な
」

法
則
を

強
制

す
る

こ

と

を

許

さ
ず、

そ
れ

に
「

固
有
な
」

法
則、

つ

ま
り
キ
リ

ス

ト

に

お

け
る

根
源
・

目
標
・

本
質
か
ら
し
て

そ
れ
ら
に

内
在
す
る
固
有
法

則
が
実

現
さ
れ

ね
ば

な

ら

ず、

そ
の

た

め
に

自
由
を

命
じ

る

と

い

う
。

し
た
が
っ

て、

キ

リ

ス

ト

ぬ

き
に

認
識
さ
れ
る
自
然
法
と

も

異
な

る
、

キ

リ
ス

ト
に
お
け
る

固
有

法
則
と
い

う
も
の

を
発
見
し
て

ゆ
く
こ

と
が
、

キ

リ
ス

ト
律
的
良
心
に

は

含
ま
れ
て

い

る

こ

と
に

な

る
。

こ

の

よ

う
な
か

た

ち
で

人
間
の

自
律
性
と

い

う
も
の

を

再
評
価
し
た

『

倫
理
』

の

良
心
論
に

お
い

て

は
、

す
で

に

獄

中

書
簡
で．
言

及
さ
れ
た

「

成
人

し

た

世
界
」

へ

と
つ

な
が
る

思
索
の

萌
芽

を
見
る

こ

と
が

で

き
る

。

252（1086）

N 工工
一Eleotronio 　Library 　


