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が、

そ

の

入
間
考
察
が
、

キ

リ

ス

ト
教
の

原

罪
と

恩

寵
に

よ

る

救
済
の

教

義
に

直
面
す
る

に

及
ん

で、

彼
は

理

性
の

自
律
の

立

場
を

守
る

こ

と

が

で

き
た
の

か
、

む

し

ろ

教
義
の

超
越
性
を

前
に

た
じ

ろ
い

で

し

ま

っ

た

の

で

は

な
い

か、

と

疑
い

を

も
つ

人
が

少
な

く
な
い

．

こ

こ

で

私
は、

カ

ン

ト

『

宗

教
論
』

に

対

す
る

そ

う
し

た

否
定
的
・

批
判
的
な

見

方

を
反

駁

し

て、

同
書
が

も
っ

と

高
く

肯
定
的
に

評
価
さ

れ
る

べ

き

所
以
を

明
ら

か

に

し
て

み

た
い

。

　

カ

ン

ト

哲
学
内
で

の

位
置
づ

け

に

つ

い

て

い

え
ば、

カ

ン

ト

自
身
が

『

宗
教
論
』

刊
行
の

際
C
・

F
・

シ
ュ

ト

イ
ト
リ
ン

に

宛
て

た

手
紙
の

中

で

「

こ

の

書
で

第
三
の

問
い

に

答
え
た
」

と

い

う
意
味
の

こ

と

を
述
べ

て

い

る
。

そ
れ

に

よ
る

限
り

、

『

宗
教
論
』

は

カ

ン

ト

哲
学
の

第
三

の

問
い

「

私
は

何
を

望
ん

で

も
よ

い

か
」

に

解
答
を

与
え
、

そ
れ
が
さ

ら

に

カ

ン

ト

哲
学
の

総
仕
上
げ
た
る

第
四
の

問
い

「

人
間
と

は

何
か
」

に

つ

な

が

っ

て

い

く

の

で

あ
る

か

ら、

同
書
の

重
要

性
は

き

わ

め

て

高
い

。

に

も
か

か

わ

ら

ず、

三

つ

の

問
い

は

三

批
判
に

お

い

て

す
で

に

答
え

ら
れ
て

い

る

は

ず
と

思
う
人
は

、

カ
ン

ト

の

私
的
な
手

紙
の

中
で

の

新
刊
書

自
薦
を

額
面

通
り

に

は

受
け

取
ら

ず、

『

宗

教
論
』

は

せ

い

ぜ

い

の

と

こ

ろ

第
三

の

問

い

の

解
答
に

対
す
る
補
足
的
説
明
を
付
け

加
え

た

に

す
ぎ
な

い

と
み

な

そ

う
と

す
る

。

こ

れ
に

対
し
て

、

私
は、

『

純
粋
理

性

批
判
』

の

末
尾

に

示

さ

れ
て

い

た

三

つ

の

問
い

に

関
す
る
当

初
の

プ

ラ

ン

と

比
較
す
る

こ

と

か

ら
、

『

判
断

力
批
判
』

に

お

け
る

重

要
な

変

更
に

注
目
す

る

時、

『

宗
教

論
」

が

第
三

の

問
い

に

対
す
る

決
定
的
な
答
え
を
も

た

ら
そ

う
と
す
る

も

の

で

あ

る
と

す

る

カ

ン

ト

の

言
明
を

そ
の

ま

ま

受
け

取
る

こ

と

が

で

き

る
。

し

た
が

っ

て

『

宗
教
論
』

を

「

第
四
批

判
」

と

特
徴
づ

け
る

の

も

あ

な

が

ち

無
理
で

は
な
い

と
思
う

。

　

原
罪
の

教
義
と
の

関
係
に

つ

い

て

は、

た

し
か

に

『

宗
教
論』

第
一

部

本
文
の

記
述
で

は、

一

貫
し

て

「

根
源
悪
」

の

抜
き
難
さ

が

語
ら

れ

て

い

る
。

そ

こ

か

ら
カ
ン

ト
が
理

性
の

自
律
の

立
場
に

行
き
詰
ま

っ

た

と

か
、

批
判
哲
学
の

挫
折、

あ
る

い

は

宗
教
的
超

越
を

目
の

前
に

し
た
理
性
の

後

ず
さ

り
、

と

い

っ

た

よ

う
な
事

態
が

疑
わ

れ

た
り

す
る

。

し

か

し

少
な

く

と

も
は

っ

き

り
し
て

い

る

の

は、

カ

ン

ト

が

人

間
に

お

け
る

善
の

原
理
の

内
在
を

「

素
質
》

巳

鐔
色

と

表
現
し

、

こ

れ

に

対
し
て

悪
の

原
理
の

内

在
を

「

性
向
自
鋤

轟
」

と

表

現
し
て

い

る
、

と

い

う

こ

と

で

あ
る

。

「

性

向
」

は

人

間
の

自

由
に

由
来
す

る
が、

「

素
質
」

は

不
変
で

あ
る

。

だ
か

ら

最
終
的
に

は
「

素
質
」

が
勝

利
し
な

く
て

は

な

ら
な
い

。

カ

ン

ト

は

そ

の

こ

と

を、

第
｝

部
の

付
録
部
分
で

語
っ

て

い

る
。

そ
れ

は

も
ち

ろ

ん

理

論
で

は

な
く、

理

性
の

力
に

対

す
る

信
念
の

告
白
と

い

う
べ

き
も
の

で

あ

る

が
、

そ

の

よ
う
な

形
を
と

る

こ

と

に

よ
っ

て
、

こ

こ

に

お

い

て

こ

そ

カ

ン

ト

は

理
性
の

自
律
の

最
終
的
優
越
を
宣

言
し

て

い

る

と
み

な
さ

れ

る

べ

き

で

あ
ろ

う。

ヤ

ス

パ

ー
ス

形
而
上

学
と

そ
の

希
望
論

岡
　
田

聡

　

本
発
表
は
、

「

希
望
の

力
」

（
＝

∪
δ

内

篩
坤

匹

奠

国
o
鞠

含
昌
伊q．、

貯

寒

§
ミ

亮

§
題
纛
丶

昏
き

竃
ロ

コ
∩

『

讐
N
痔剛
o
げ

臼
号

雲
）

』
 

鷂）

を
手

が
か

り

と

し

て、

ヤ

ス

パ

ー

ス

形
而
上
学
の
一

側
面
の

提
示
を
課
題
と

す

る
。
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ヤ

ス

パ

ー
ス

は、

「

永
遠
の

世
界
の

中
で

の

浄
福
な
る
不
死
へ

の

希
望
」

を

批
判
す
る

。

な
ぜ

な
ら

ば
、

こ

う
し

た

希
望
を
拠
り
所
と

し

た

「

殉
教

者
」

は
、

実

際
に

は
、

「

永
遠

性
を

時
間
の

中
へ

と

引
き

込

み
」

、

そ

れ
を

「

時
間
的

持
続
」

へ

と

変
え
て

し

ま

っ

た

か

ら
で

あ

る
。

ヤ
ス

パ

ー

ス

は
、

「

希
望
は
、

時
間
を

超
え
る

こ

と
は

で

き

な
い

の

で
、

時
間
の

中
で

そ
の

実
を
示
さ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
」

と

言
う。

つ

ま
り

希
望
を

「

時
間

の

中
で

の

生
の

要

素
」

と

し

て

捉
え

直
す

。

こ

う
し
た
希
望
は

、

将
来
に

対
す
る
も
の

で

あ
り

な
が

ら
、

同
時
に

将
来
に

対
す
る

「

恐
れ
」

と

も
結

び
つ

い

て

い

る
。

こ

れ

を
踏
ま
え
て

ヤ

ス

パ

ー
ス

は、

希
望
を

「

時
間
の

中
で

私
た
ち
に

定
め

ら
れ

て

い

る

浮
遊
状
態
に

耐
え
抜
く

力
」

で

あ
る
と

捉
え
直

す
の

で

あ

る
。

希
望
と
は、

「

私
た
ち

が

時
間
の

上
へ

と

制

限
さ

れ

な
が
ら

時
間
の

中
で

生

き
る

た
め

に

拠

り

所
と

す
る

最
後
の

力
で

あ

る
」

。

　
し

か

し、

私
た

ち

は
「

現
存
在
」

と

し

て

は

時
間
空

間
の

中

に

在
る

が
、

「

実
存
」

と

し

て

は

そ

れ
を

越
え
て

超
越
的
な
も
の

へ

と

関
係
し

て

い

る
の

で
、

「

時

間
を

超
え

な
が

ら
時

間
の

中
で

生
き
る

こ

と
が

可

能
で

あ
る
」

。

そ

れ

ゆ
え

、

「

私
た

ち

は

時
間
が

存
在
し
な
い

ゆ
え
に

恐
れ

も
希

望
も
な
い

と
こ

ろ
か

ら

時
間
の

中
で

こ

の

生
を

送
る
こ

と

が

で

き

る
」

。

そ

し
て

こ

の

「

時

間
が

存

在
し

な
い

ゆ

え
に

恐

れ
も

希
望
も
な

い

と
こ

ろ
」

と
は

、

「

い

ま

こ

こ

で

私
た

ち
に

許
さ

れ

う

る

も
の
」

と

し

て

の

「

過
去
も
な
く

将
来
も
な

い

永
遠
の

現
在
」

で

あ
る
。

希
望
が

「

時
間
の

中
で

私
た
ち
に

定
め

ら
れ

て

い

る

浮
遊
状
態
に

耐
え
抜
く
力
」

で

あ

り
う

る

の

は、

そ
の

希
望
を

持
つ

私
た
ち

が
そ

う
し

た
「

永
遠
の

現

在
」

の

経

験
に

根
拠

付
け
ら
れ

て

い

る
か

ら
で

あ
る

。

ヤ

ス

パ

ー
ス

の

希
望
論
の

骨

子
は

、

希
望
が

根
拠
付
け
ら

れ

て

い

る

と
こ

ろ

が
、

希
望
が

耐
え

抜
く
現

在
の

外
部
（
「

時
間
的
世
界
の

彼
岸
」

）

に

で

は
な
く、

そ
の

現
在
の

内
部

（
「

永
遠
の

現
在
」
）

に

あ
る

こ

と

を
示
す
点
に

あ
る

。

希
望
は

、

こ

の

よ

う
に

理

解
さ

れ

て

は

じ
め

て、

現
在
に

身
を
置
き

な
が

ら
そ

の

現
在
に

尉

え

抜
く
こ

と

が

で

き

る
も
の

と
な
る

と

言
え
る
の

で

あ
る

。

　

ヤ

ス

パ

ー
ス

は
、

「

時
間
を
超
え
な
が
ら

時
間
の

中
で

生
き

る
」

と
は、

「

永
還
の

現
在
」

の

経
験
に

根
拠
付
け

ら
れ
て

い

る

「

希
望
と

恐
れ
の

嵐

の

中
で

な
お

『

何
が

起
こ

ろ

う
が

構
わ

な
い
』

と

言
う
こ

と

が

で

き

る

こ

と
」

で

あ
る

と

言
う

。

そ

し
て

こ

う
し

た

在
り
方
の

体
現
者
と

し
て

ス

ピ

ノ

ザ
の

名
を

挙
げ
る

。

『

エ

チ

カ
』

を

引
用
し
て、

「

哲
学
は

『

私
た

ち

が

私
た

ち
の

手
中
に

な
い

も
の

に

対
し
て

ど
の

よ
う
に

振
る

舞
わ

な
け
れ

ば

な
ら

な
い

か

を

教
え
る

』

」

（
『

ス

ピ

ノ

ザ
』

）

と

述
べ

る
。

そ

し
て

そ
の

振

る

舞
い

方
を

「

放
念
（
（

｝

Φ一
四
ω

ω

 

島
 一
什
）

」

と

表
現

し、

こ

れ

を

「

全
て

は

神
の

必

然
性
か

ら

生
じ

る
」

と
い

う

自
覚
か

ら

結
果
す
る

「

全
て

の

も

の

の

肯
定
」

で

あ
る
と

す
る

。

つ

ま
り
ヤ
ス

パ

ー
ス

に

よ
れ

ば
、

ス

ピ

ノ

ザ
の

「

根
本
態

度
」

は

「

放
念
」

で

あ
り、

そ
し
て

そ
れ
は

ヤ

ス

パ

ー
ス

の

術
語
で

言
え
ば

「

超
越
者
」

と

の

関
係
の

中
で

可
能
で

あ
る

。

ヤ

ス

パ

ー
ス

は
『

形
而
上

学
』

の

末
尾
で、

彼
の

形
而
上
学
の

核
心
で

あ
る

挫
折

即
超
越
を

語
る

箇

所
で

、

「

限
界
状
況
は

放
念
の

中
に

そ
の

安
ら

ぎ
を

見

出
す
」

と

述
べ

る
。

こ

こ

で

言
わ
れ
る

「

放
念
」

は
、

「

自
己

を

超
越
者

に

委
ね
き

っ

て

い

る

こ

と

（
Qり

け
げ

肖
螽
昜
N
Φ

邑
魯
N

め
巴
p
芻

穹・
ω

。

貯
）

」

と

解
釈
で

き
る
も
の

で

あ
る

。

こ

う
し

た

「

放
念
」

に

照
ら

し
て

考
え

る

な
ら
ば

、

「

時
間
を

超
え

な
が

ら

時
間
の

中
で

生
き
る

こ

と
」

と

は
、

「

永

遠
の

現
在
の

経
験
」

に

根
拠
付
け
ら
れ

て

い

る

「

自
己
を
超
越
に

委
ね
き

っ

て

い

る

放
念
」

の

中
で、

そ

う
し

た

希
望
と

恐
れ

を
そ

の

ま
ま
受
け
入

れ
る

こ

と

で

あ
る

と

考
え

ら

れ
る

の

で

あ
る

。

そ

し

て

上
で

引
用
し

た
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「

希
望
と

恐
れ
の

嵐
の

中
で

な
お

『

何
が

起
こ

ろ

う
が

構
わ
な
い
』

と

言

う
こ

と

が

で

き
る

こ

と
」

と

は
そ
の

こ

と

に

他
な
ら

な

い

の

で

あ
る

。

　

以
上
の

よ

う
に、

ヤ

ス

パ

ー
ス

形
而
ヒ

学
と

は、

私
た

ち
の

超

時
問
的

在
り
方
と

し
て

の

実
存
の

可
能
性
を
示
し

な
が

ら、

同
時
に

内
時
間
的
在

り

方
と

し

て

の

現
存

在
を

忘
却
し

な
い

思
想
な
の

で

あ
る

。

ヤ

ス

パ

ー
ス

に

お

け
る

存
在
の

思
弁

布

施

　
圭

　
司

　

本
論
考
は、

ヤ

ス

パ

ー

ス

の

最
後
の

主

著
と

言
え
る

『

啓
示

に

面
し

て

の

哲
学
的
信
仰
』

b
ミ

卦

ミ
N

毳
§
ミ
の

薄

O
ミ
匿

隷

亀

耋
§
瀞

射

評
慎

§
謡

寒
ミ
謎

西

お
爵

に

お

け

る
「

存
在
の

思
弁
」

（
もり
¢

ぎ
ω

゜。

℃
Φ
犀

ロ

冨
鉱
op

）

に

よ

る

「

あ
ら

ゆ

る

暗

号
の

か

な
た
」

（
』

自
ω

巴
房

巴

『
同

〇

三
融
Φ
「

昌
）

の

探
求
の

意
義
を

考
察
す
る

も
の

で

あ
る

。

存
在
の

思

弁
の

例
と

し
て

は、

否
定
神
学

、

ク
ザ

ー

ヌ

ス

の

反
対
の
一

致、

エ

ッ

ク

ハ

ル

ト
の

神
性、

「

何
ゆ

え

に

そ
も
そ
も

あ
る
も
の

が

存
在
し

、

何
ゆ
え
無
が

存
在
す
る

の

で

は

な
い

の

か

？
」

と

い

う
問
い
、

等
が

挙
げ

ら
れ
て

い

る
。

存
在
の

思

弁
は、

そ

れ

自
体
と
し

て

は

経
験
や
認

識
の

対
象
と

な

ら
な

い

超
越
者
を

思

惟
に

よ
り

把
握
し
よ
う
と

す
る
試
み

で

あ
り、

思
惟
を

究
極
ま

で

押
し

進
め
、

超
越
者
の

思
惟
不

可
能
性
に

至
り

、

思

憔
者
自
身
の

変
化
が

促
さ

れ
、

真
に

超
越
す
る

こ

と
を

可
能
に

す
る

と

さ
れ

る
。

「

暗
号
」

は

超

越

者
の

実
存
に

対

す
る

現
れ

で

あ

り
、

世
界
内
で

実

存
が

手

引
き

に

す

る

「

象
徴
」

と
さ
れ

、

神
話
や
宗
教
的
教
説
の

中
に

保
存
さ

れ

て

い

る
。

暗

号
は

超

越
者
や

実
存
の

信
仰
に

関
す
る

ヤ

ス

パ

ー

ス

の

論
考
の

中
心
を
占

め

る

も
の

で

あ
る

が、

そ

れ
を

越
え
る

よ

う
な

「

か

な
た
」

を
語
る
必
要

が
な

ぜ

あ
っ

た
の

か

を

究
明
し

た

い
。

　
存
在
の

思
弁
の

意
義
と

思
わ

れ

る
こ

と

を、

ヤ

ス

パ

ー

ス

は

「

形
而
上

学
の

自
己
止
揚
」

と

い

う
こ

と

で

語
っ

て

い

る
。

形
而
上
学
の

自
己
止
揚

は

二

段
階
あ
り、

第
一

段
階
は

、

「

客
観
的
事
象
形

而
上

学
」

が

展
開
さ

れ

た

後
で

の
、

カ

ン

ト

に

よ
っ

て

行
な

わ

れ

た

よ
う
な
「

形
而
上
学
の

暗

号
的
性
格
の

保
持
」

で

あ
る

と

い

う
。

客
観
的
事

情
形
而
上
学
と

は
、

内

在
的
な

事
物
と

同
様
に

超

越
的
な

も
の

を

語
る

形
而
上

学
と

言
え

、

超
越

的
な
も

の

と

経
験
的
事
物
を

区
別
し
て

い

な
い

。

カ

ン

ト
は

経
験
の

現
象

的
性
格
を

明
ら

か

に

し、

経
験

的
実
物
と

存

在
そ

の

も
の

を
峻
別
し
た

。

そ

の

こ

と

を

踏
ま
え
る

な
ら、

超
越
者
は

現

象
界
で

は

暗
号
と

い

う
形
を

と

る

こ

と

が

承
認
さ

れ
る

。

こ

の

第
一

歩
は
矛
盾
や

弁
証
法
に

よ

り

対
象

的
思

惟
を

超
越

す
る

「

非
対
象

的
思
惟
」

に

よ
り
為
さ

れ

る

と

言
え
る

。

　
そ
し
て

形
而
上

学
の

自
己
止

揚
の

第
二

段
階
と

し
て、

「

あ

ら

ゆ
る

暗

号
の

か

な
た

へ

と

超
え
出
る

こ

と
」

が

主
張
さ
れ
て

い

る
。

超

越
者
の

現

わ
れ
で

あ
る

暗

号
は

種
々

多
様
な

も
の

が

あ
り、

一

つ

の

暗
号
の

世
界
に

安
住
す
る

こ

と
が

暗
号
の

超
出
に

よ

り
否
定
さ

れ
る

と

言
え

よ

う
。

暗
号

は

そ

れ
ぞ

れ
歴

史
的
な
正

当
性
を

有
し
、

現
実
の

生
の

導
き

と

な
っ

て

き

た

が
、

生
の

状
況
の

変
化
や

他
の

信
仰
と

の

関
係
を

考
え

た

場

合、

一

つ

の

暗
号
に

固
執
す
る

こ

と

は、

実
存
に

と

っ

て

超
越
者
と

の

関
係
を
失
う

こ

と

に

な
る

。

そ
の

際
暗
号
を

超
え
た

も
の

へ

の

眺

望
は、

個
々

の

暗
号

の

絶
対
化
を
防
止
す
る

こ

と

に

な
る

と

言
え

よ

う
。

　
し

か

し
、

存
在
の

思

弁
は

無
化
す
る

も

の

で、

そ

れ

だ
け
で

は
、

思
惟

の

限

界
を

示
す
も

の

と

し
て

感

銘
を

与
え

よ

う
と

も、

現
存
在
的
意
味
で
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