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れ

る

こ

と

が

で

き
る

の

で

は

な
い

か
。

ま
た
、

他
者
へ

向
か

う
感

性
的

衝

動
と

自
己
へ

向
か

う
形
成
衝
動
を

結
合
さ
せ

た

遊
戯
衝
動
は

、

自

己
と

他

者
の

問
で

働
く
も
の

で

あ
ろ

う
。

更
に

そ
こ

に

は

類
的
存
在
も

射
程
に

入

っ

て

く
る

。

初
期
ロ

マ

ン

派
の

ポ

エ

ジ

ー

の

ご

と

く、

遊
戯
衝
動
は

共
同

体
の

紐
帯
に

な
り
う
る

と

シ

ラ

ー

は

考
え

て
い

た

の

で

は

な
い

か
。

キ

ル

ケ
ゴ

ー

ル

に

お

け
る

正

義
の

問
題

　

　
　

「

真
理
の

証
入
」

概
念
か
ら

須
　
藤
　
孝
　
也

　
ロ

ー

ル

ズ
は
、

正
義
論
の

第
一

の

主
題
を
「

社
会
の

基
本
構
造
」

と

し

た

上

で
、

こ

れ
を

「

主

要
な
社
会
制
度
が
根
本
的
な
権
利
と

義
務
を

割
り

当
て
、

社
会
的
協
力
か

ら
生
じ
る

利
益
の

分
け
前
を

決
定
す
る

仕
方
」

と

規
定
し
て

い

る
。

リ
ベ

ラ

リ
ズ
ム

や
格
差
の

理
解
に

関
し
て

は
一

定
の

斬

新
さ
を
含
む

も
の

の
、

自
然
権
や
社
会
契
約
を
目
印
に
し
な
が

ら

「

財
」

の

社

会
的

分
配
の

い

か

ん
を

論
じ
る

近

世
以

来
の

正

義
論
の

伝
統
は
、

「

利
益
の

分

け
前
」

に

注
目

す
る

ロ

ー

ル

ズ

の

正
義

論
に

忠
実
に

引
き

継

が
れ

て

い

る
。

こ

れ
に

対
し
キ
ル

ケ
ゴ

ー

ル

は
、

自
分
が
手
に

す
る

財
に

つ

い

て

そ
の

権
利
を
主
張
す
る

こ

と

そ
れ
自
体
の

自
明
性
を

剥
奪
す
る
。

「

な
ぜ

な
ら、

た
と
え

ば
、

一

人
の

泥

棒
が

私
の

お
金
を
盗

む
と

い

う
場

合、

彼
が

そ

う
す
る
と

い

う
限
り
で

は、

彼
と

私
と

は

同
じ

で

は

な
い
。

し
か

し、

別
の

意
味
で

は

我
々

は

全
く
同
じ
な
の

で

あ
る

。

つ

ま

り
お

金

は

と

て

も
善
い

も
の

だ

と

す
る

点
で
、

実
に

泥
棒
と

私
と
は

同
じ

考
え
な

の

で

あ
る
」

．

キ
ル

ケ
ゴ

ー

ル

は、

財
を

「

善
き
も
の
」

と

見
る
こ

と

を

根
本
か
ら

疑
い

、

財
に

立

脚
し
て

社
会
を

統
一

す
る

「

共
通

善
」

を
構
想

す
る

の

で

は
な

く、

む
し
ろ

、

そ
こ

に

人

間
同
士
の

争
い

を

見
る

。

そ
し

て

キ

ル

ケ

ゴ

ー

ル

は
、

財
に

固
執
し
な
い

仕
方
で

、

人
び
と
が

社

会
を
構

成

す
る

こ

と
は

で

き
な
い

か
、

と
考
え
る

。

キ
ル

ケ

ゴ

ー

ル

が

忠

実
に

継

承
す
る

の

は
、

「

神
の

国
」

を

志

向
す
る

こ

と

に

よ

っ

て

「

地
の

国
」

の

財
に

固
執
す
る

こ

と
か

ら
の

脱

却
を

果
た
そ

う
と

す
る

キ

リ

ス

ト

教
の

伝

統
で

あ
る

。

「

こ

の

世
の

財
は

ど

う
で

も
い

い

も
の

で

あ
り

、

そ
れ
だ
か

ら

聖

書
は
、

人
が

そ
れ

を

持
っ

て

い

る

と

き
に

は
、

そ

れ

を
ど

う
で

も
い

い

も
の

と

し

て

持
つ

べ

き
で

あ
る
と

教
え
る

の

で

あ
る
」

。

社
会
の

調
和

は
、

誰
か

が

財
を

諦
め

る

こ

と
に

よ
っ

て
、

は

じ

め

て

達
成
さ
れ

る

と
キ

ル

ケ

ゴ

ー

ル

は

考
え
た

。

　
「

国
家
に

任

命
さ

れ

た
裁
判

官
や
正

義
の

役
人
に

は
、

過
ち
や

犯
罪
を

見
つ

け
る

こ

と

に

忙
し

く
さ
せ

て

お

こ

う。

残
り
の

我
々

は
、

裁
判
官
や

正

義
の

役
人
を
命
じ
ら

れ

て

い

な

い
。

止

反
対
に
、

我
々

は

神
に

よ

っ

て

愛
を

命
じ

ら

れ
て

い

る
、

す
な
わ

ち

酌
量

す
る

穏
や
か

な
解
釈
に

よ

っ

て

多
く
の

罪
を

掩
う
よ

う
に

命
じ
ら
れ

て

い

る
」

。

こ

う
し
た
愛
は
、

言
う

ま
で

も
な
く、

神
と

関
わ

る

こ

と
に

よ

っ

て
、

す
な
わ

ち
神
に

愛
さ
れ

る

こ

と
に

よ

っ

て
、

人
間
が

学
ぶ

も
の

で

あ
る

。

こ

こ

に

は

正
義
と

愛
が

二

重
に

共
存
し

て

い

る

様
が
見
ら
れ
る

。

「

赦
す
」

こ

と
は

「

許

す
」

こ

と

と

同
じ
で

は

な
い
、

と

換
言
す
る

こ

と

が

で

き
よ

う
。

　
キ

ル

ケ
ゴ

ー

ル

は
、

神
を
考
慮
せ

ず
に

人
間
だ

け
の

力
で

平
等
を
達
成

し
よ

う
と

す
る
企
て

に

つ

い

て
、

「

同
じ
一

つ

の

も
の

が、

格
差
を

廃
絶

し
よ

う
と

し
な
が
ら、

そ
う
す
る

こ

と

に

よ

っ

て

別
の

格
差
を
導
入
し
よ

う
と

す
る
」

と

述
べ
、

そ
れ
は

不
可
能
で

あ
る
と

言

う
。

他
方、

キ

ル

ケ

ゴ

ー

ル

は
、

現
実
社
会
に

あ
る

不
平
等
を

見
据
え
な
が

ら
、

神
の

前
に

と
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も
に

遜
る

存
在
と

し
て

の

人
問
の

平
等
を

考
え
て

い

た
。

キ
ル

ケ
ゴ

ー

ル

は
、

神
の

仲
立
ち

な
し

に

単
に
一

人
の

人
間
と

他
の

人

間
を
同
列
に

並
べ

る

「

大
衆
の

平
等
」

を

語
ら
な
い

。

こ

う
し
た

「

こ

の

世
的

な

平
等
」

は
、

「

単
独

者
」

た
ち
の

平

等、

す
な
わ

ち
キ
リ

ス

ト

教

的
な
「

神
の

前

の

平
等
」

と
は

異
質
な
も
の

で

あ
る

。

　
し

か

し
、

右
に

述
べ

た

よ

う
に

、

正
義
と
愛
と

い

う
二

つ

の

基

準
は

同

時
に

存
在
し
、

弁
証
法
的
に

関
係
し

合
う
の

で

あ
る

か

ら
、

両
者
は

決
し

て

無
関
係
の

ま
ま
で

は

い

な
い

。

C
・

S
・

エ

ヴ
ァ

ン

ス

も

指
摘

す
る

よ

う
に
、

い

わ
ば

水
が
低
き
に

流
れ

る

よ

う
に

、

神
の

前
の

平
等
は
、

政

治

的
な

平
等
へ

と

波

及
的

な
効
果
を

及
ぼ

す
も
の

と

し

て

考
え

ら
れ

て

い

る
。

キ

ル

ケ

ゴ

ー

ル

は
、

新
約
聖

書
に

愛
の

実
践
の

命
令
を

読
み

と
っ

た

が

ゆ

え
に

、

政
治
的
状
況
を

改
善
し
よ

う
と
し
な
い

信
仰
の

在
り

方
を

厳

し

く
批
判

し
た

。

す
で

に

述
べ

た

よ

う
に

、

「

真
理
の

証
人
」

を

目
印
に

し

て

キ

リ

ス

ト

を

倣
う
者
は
、

卑
賤
へ

と

落
ち

込
む
こ

と
を

覚
悟
し

て

白

ら

を

与
え
る

者
と

し
て

考
え
ら

れ

て

い

た
。

も
し

我
々

が
キ
ル

ケ
ゴ

ー

ル

に

以
上

の

よ

う
な

迂
回
路
を
と

る

こ

と
を

許
す
な
ら
ば．

そ
こ

に

あ
る

種

の

正

義
論
を

見
出

す
こ

と

は

十
分
可

能
で

あ
る

と

言
え
よ

う
。

二

ー

チ
ェ

後
期
思

想
に

お

け
る

宗
教
と

「

教
育
」

と

い

う
問
題

松

　
田

愛

　
ニ

ー

チ
ェ

が

宗
教、

と

り
わ

け
キ
リ

ス

ト
教
に

対
し

て

批
判
的
で

あ
っ

た
こ

と
は

よ

く
知
ら

れ
て

い

る
。

二

ー

チ

ェ

に

よ

れ

ば
、

宗
教
は

生
の

「

苦
悩
」

と
の

戦
い

で

あ
り
（
『

道

徳
の

系
譜
学
』

第
三

論
文
十
七

節
）

、

価
値
を
「

逆
立
ち
」

さ

せ
る

こ

と
に

よ

っ

て

「

弱
者
」

の

生

存
を

維
持
す

る

（
『
善
悪
の

彼
岸
』

六
卜

二

節）
。

近
代
ヨ

ー

ロ

ッ

パ

で

は

キ
リ
ス

ト
教

に

よ
っ

て

人

間
が

「

弱
化
」

し

て

い

る
、

と

ニ

ー

チ
ェ

は

批
判
す
る

。

　
二

i
チ
ェ

は
、

宗
教
的

人
間
の

「

弱
さ
」

か

ら

生
じ

る

「

ル

サ
ン

チ
マ

ン
」

の

う
ち
に
、

「

善
」

「

悪
」

と
い

う
価
値
判
断
の

「

起

源
」

を

求
め

る
。

本
発
表
は、

ま

ず、

「

起

源
」

と
い

う

言
葉
に

よ

っ

て

二

i
チ
ェ

が

何
を
意
味
し
て

い

た
の

か
を

考
え
て

み

た

い
．

ニ

ー

チ
ェ

自
身、

道
徳
的

感
情
や

評
価
の

発
生

史
と

そ
の

批
判
と
は

区
別
さ
れ

る
べ

き

も
の

で

あ

る、

と

明
言
し
て

い

る

（
『

悦
ば

し

き
知
識
』

三

百
四

十
五

節
）

。

『

道
徳

の

系
譜
学
』

で

は
、

二

ー

チ
ェ

の

言
い

方
を

吟
味
す
れ

ば
、

現
在
の

道
徳

の

「

価
値
」

に

つ

い

て

の

否
定
的

見
通

し
の

下
で
、

「

起
源
」

が
追

求
さ

れ
て

い

る

こ

と
が
わ
か
る

（

『
道
徳
の

系
譜
学
』

序
言
五

、

六

節
∀

。

と
い

う
こ

と
は
、

「

起

源
」

は、

歴

史
的
過

去
に

お

け
る
一

回
限
り
の

問
題
で

は
な
く、

「

善
」

「

悪
」

と

い

う
価
値

判
断
を

行
う
人
間
を

現
在
に

お
い

て

も
規

定
し
て

い

る

根
源
的
な
生
存
の

こ

と
で

あ
る

。

　
ニ

ー

チ
ェ

に

よ

れ
ば、

自
己
の

「

悪
し

き
」

欲

求
に

打
ち

克
と

う
と

す

る

禁
欲
に

よ

っ

て

「

ル

サ
ン

チ

マ

ン
」

は

方
向
転
換

す
る

。

「

疾
し

い

良

心
」

が

自
己
の

「

悪
」

を
意

識
し、

「

負
い

目
」

を
強

く
感
じ

る
こ

と
に

よ
っ

て
、

「

弱
者
」

は

苦
悩
を

感
じ

な

く
な
る

。

た
だ

し、

そ

れ
は

苦
悩

の

倍
加
で

あ
り、

「

弱
者
」

の

さ

ら
な
る

「

弱
化
」

で

も

あ
る

（
『

道
徳
の

系

譜
学
』

第
三

論
文
二

十
、

二

十
一

節
）

。

こ

の

よ

う
に

、

一

方
で、

二

ー

チ
ェ

は
、

宗
教
が
「

強

者
」

を
否

定
し

「

弱
者
」

を

維
持

す
る

点
を
批

判

す
る

が、

他
方
で

、

宗
教

的
禁
欲
・

「

克
己
」

を

哲
学
者
の

「

教
育
」

の

手
段
で

あ
る
、

と

も
言

う
（
『

善
悪
の

彼
岸
』

六
卜
一
、

六
十
二

節）
。
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