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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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つ

ま
り、

宗
教
は

人

間
を
高
め

、

強
く

す
る

も
の

で

も
あ
る、

と

ニ

ー

チ

ェ

は

考
え
て

い

る
。

二

ー

チ

ェ

に

お
い

て

は
、

人
間
の

類
型
を
高
め
る

た

め
に
、

換
言
す
れ

ば

「

人
間
の

自
己
超

克
」

の

た
め

に、

哲

学
者
が

新
た

な
仙
値
の

創
造
・

あ
ら
ゆ

る

価
値
の

再
「

価
値
転
換
」

と

い

う
課
題
を
担

う
。

こ

の

よ

う
な
哲
学
者
は

未
だ
不
可
能
で

あ
り

、

「

未
来
の

哲
学
者
」

で

あ
る．、
「

未
来
の

哲
学
者
」

が

生

ま
れ
る

た

め

に、

禁

欲
的
「

克
己
」

に

よ

る
「

人

間
の

自

己
超
克
」

が

行
わ

れ
な

け
れ

ば

な
ら

な
い

。

で

は

「

人
間
の

自
己
超
克
」

の

た

め
に
宗
教
的
禁
欲
・

「

克
己
」

が

役
立
つ

と
は

ど

う
い

う
こ

と
だ

ろ

う
か

。

　
二

ー

チ
ェ

は

宗
教

的
禁
欲
・

「

克
己
」

に

お

け
る

「

疾
し
い

良
心
」

の

否
定
的

働
き
に
、

「

自
己
超
克
」

と

い

う
運
動
の

原
理
を
見
出
し
て

い

る
。

「

自
己

超
克
」

と
い

う
運

動
は
、

ま
ず、

科
学
に

よ

る

宗

教
の

反
駁
に

お

い

て

見
出
さ

れ

る
。

疑
わ

し

い

も
の

に

よ

っ

て

「

真
理
」

へ

の

欲
求
を
満

た

す
こ

と
を

科
学
に

厳
し
く
禁
ず
る

「

誠
実
さ
」

は
、

キ

リ

ス

ト
教
道
徳

の

「

誠
実
さ
」

に

由
来
す
る、

と
二

i
チ

ェ

は

考
え
る

（
『

道
徳
の

系
譜

学
』

第
三

論
文
二

卜
七

節
）

。

た

だ
し

、

科
学
的
「

誠
実

さ
」

は

宗
教
に

由
来
し

つ

つ

も、

そ
れ
を
否
定
し
超
え
出
て

い

る
。

な
ぜ

な
ら
ば
、

自
己

に

対
す
る

否
定
が
メ

タ
化
さ
れ
て

い

る

か
ら

で

あ
る

。

こ

の

メ

タ

化
の

働

き
は

「

誠
実
さ

」

の

う
ち
に

含
ま
れ

て

い

る
。

「

誠
実
」

で
あ
ろ

う
と

す

る

な

ら

ば
、

自
己
自
身
が
本
当
に

「

誠
実
」

で

あ
る

の

か

否
か
が
良
心
に

厳
し

く
問
わ

れ
る
。

こ

の

自
己

言
及

作
用
に

基
づ

く
な

ら
ば
、

科

学
の

「

誠
実
さ
」

も
ま
た

否
定
さ

れ

「

自
己
超
克
」

が

起
こ

ら
ね

ば

な
ら

な
い

。

そ

し
て、

「

疾
し

い

良
心
」

の

自
己

言

及
的

な

否
定
性
に

よ

る

科
学
の

「

自
己
超

克
」

の

プ
ロ

セ

ス

こ

そ

が、

哲
学
者
の

「

教
育
」

で

あ
る

。

　

本
発

表
は、

哲
学

者
の

「

教

育
」

の

手
段
と
し
て

の

宗
教
と
い

う
議
論

に

注
目
し、

二

ー

チ

ェ

の

宗
教
に
対
す
る

肯
定
的
側
面
を

明
ら
か

に
す
る

こ

と

を

試
み

た
。

二

i
チ
ェ

哲
学
の

宗
教
に

対
す
る

肯
定
と

否
定
と

い

う

両
義
性
は、

自
己
否
定
の

持
つ

両
義
性
で

あ
る．、

宗
教
は

否
定
の

形
式
を

提
供
す
る

と

い

う
形
で

「

人

問
の

自

己
超
克
」

に

寄
与

し

得
る

の

で

あ

る
。

二

ー
チ

ェ

に

よ
れ
ば

、

生

否
定
を
強
化
す
る

べ

き
で

は

な
く、

生
を

否
定

す
る

自
己
を

否
定
し

、

自
己

否
定
を
強
化
し
メ

タ

化
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い

。

前
期
ヤ
ス

パ

ー

ス

に

お

け
る

　

信
仰
と

信
仰
の

交

わ

り
の

問
題

藤

　
田

　
俊
　
輔

　
ヤ

ス

パ

ー

ス

は
、

宗
教
だ

け
で

な
く
哲
学
の

立

場
を

も
信
仰
で

あ
る

と

す
る

独
特
の

立

場
を

打
ち
出
し
た

思
想
家
で

あ
っ

た
。

こ

う
し
た

彼
の

立

場
を
最
も

明
確
に

表
し

て

い

る

の

が
、

「

哲

学
的
信
仰
」

と
い

う
術
語
で

あ
る

。

哲

学
的
信
仰
は

『

理
性
と
実

存
』

（
、

九
三

五

年
）

以

降
の

後
期

ヤ
ス

パ

ー

ス

哲
学
を
特
徴
づ

け
る
重
要
な
概
念
で

あ
り、

ま
た

こ

う
し
た

哲
学
的
信
仰
の

立

場
か
ら、

宗
教
的
信
仰
と

の

交
わ

り
も
積
極
的
に

試
み

ら
れ
る

よ

う
に

な

る
。

し
か
し、

こ

う
し
た

哲
学
的
信
仰
の

萌

芽
は

す
で

に

前

期
の

主
著

「

哲
学
』

〔

一

九

三
二

年
）

に

お
い

て

認
め

ら
れ

る
も
の

で

あ

り、

そ
こ

で

は

信
仰
は

実
存
に

固
有
の

「

絶
対

意
識
（
9
σ
。゚

o

じ
冖

霧

じu
Φ

≦
隹

犀
ω
o

冒

こ

の

充
実
態
と

し
て

、

愛
や

想
像
力
と

並
ん

で

取
り
扱

わ
れ
て

い

る
。

絶
対
意
識
と
は

、

ヤ

ス

パ

ー

ス

に

よ

れ
ば
「

実

存
の

存
在

確
信
」

に

他
な
ら

ず
、

体
験
と
し
て

の

意
識
な
ら
び
に

意
識
一

般
と
い

っ
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