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手
を
拡
大
し
た

。

一

九
二

〇

年
代
の

テ

ィ

リ

ッ

ヒ

の

宗
教
社
会
主

義
思

想

に
は
、

同
時
代
の

社
会
主

義
思
想
か
ら

排
除
さ
れ
て

き
た
至
福

千
年
説

的

要
素、

革
命
的
傾
向
が

積
極
的
に

導
入
さ
れ、

ま
た

社
会
主

義
思
想
に

比

し
て
、

そ
の

担
い

手
は

拡
大
さ
れ
た

。

　
【

テ

ィ

リ
ッ

ヒ

の

ユ

ー

ト
ピ

ア
論
二
】

［
待
望
と

起
源］

テ

ィ

リ

ッ

ヒ

に

よ
る

と
、

社

会
主
義
思

想
に

欠
け
て

い

る

の

は
超
越

的
領
域
の

み

な
ら

ず、
「

起

源
」

で

あ
る
。

こ

の

「

起
源
」

思

想
の

危
険

性
に

は
注

意
を
要

す
る
。

た

し
か

に
、

後
に
ナ
チ
ス

に

票
を
投
じ

て

い

く
思
想
潮
流
で

あ
る

「

政
治
的
ロ

マ

ン

主
義
」

も
、

「

起
源
」

の

問
題
を
課
題
と

し
て
い

る
の

だ

が、

急
進
的
な
フ

ェ

ル

キ
ッ

シ
ュ

思
想
の

よ

う
に
何
ら
か
の

原
初
的
起
源

に
回
帰
す
る

こ

と
に

対
し
て
、

テ

ィ

リ
ッ

ヒ

は

批
判
的
だ
っ

た
。

望
ま
し

い

社
会
主

義
は
、

「

待
望
」

概
念
に
よ
っ

て

「

政

治
的
ロ

マ

ン

主
義
」

か

ら
分
か
た
れ

る
。

「

待
望
」

と
は

「

到
来
し
つ

つ

あ
る

無

制
約
的
に

新
し

い

も
の

を
目

指
す
」

も
の

で

あ
る

。

し
か

し
、

待
望
に

よ
っ

て

目
指
さ
れ

る

「

新
し
い

も
の
」

と
は

「

起
源
」

で

あ
る

。

『

決
断
』

に

お
い

て
、

テ

イ

リ
ッ

ヒ

は
「

待
望
」

の

先
に、

従
来
の

起
源
か

ら

飛
躍
し
た

新
た

な
制

約
的
意
識
で

あ
る

「

起

源
」

を
着
地

点
と
し

て

描
い

た
。

た
し
か

に
、

一

九
二

〇

年
代
の

カ
イ
ロ

ス

論
は
垂
直
線
に

焦
点
を

当
て

、

現

在
の

瞬
間
を

強
調
す
る
も
の

で

あ
っ

た
の

に

対
し
、

「

待
望
」

概
念
に

は

未
来
に

向
か

う
視
座
が

あ
る

と

い

う
違
い

が

あ
る

。

し
か

し
、

こ

の

二

つ

の

概
念
よ

り
、

宗
教
社
会
主
義
思

想
が

既
存
の

秩
序
か
ら
の

飛

躍
を
目

指
す
変
革
の

思
想
で

あ
る
と
言
い

得
る

。

正

義
の

重
荷
と
恵
み

　
　

　
E
・

ブ
ル

ン

ナ

ー

の

正

義
論
を
手
掛
か

り

に

　
　
　

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　

今
出
　
敏
彦

　

E
・

ブ
ル

ン

ナ

ー

の

正

義
論
の

問

題
意
識
は
、

「

正

義
と
は

何
か
」

に

つ

い

て

で
は

な
く、

人

間
の

「

正

義
の

感
情
」

に
対
応

す
る

事
柄
の

把
握

に

向
け
ら
れ

て

い

る
。

つ

ま

り
、

「

正

義
が

問
題
と

す
る

の

は

何
か
」

を

明
ら
か

に
す
る
こ

と
で

あ
る

。

以
下
に

お
い

て
、

ブ

ル

ン

ナ

ー

が

彼
の

正

義
論
に

お
い

て

議
論
し
た

西
洋
に
お
け
る
正
義
の

理
念
の

崩
壊
と
い

う
事

態
と
、

彼
が
そ
の

作
業
か
ら
掴
ん
だ
問
題
に

つ

い

て

分
析
し

、

正

義
に

つ

い

て

検
討
し
た

い
。

　

そ
れ

で

は
、

ブ
ル

ン

ナ

ー

は
ど

の

よ

う
な

問
題

を

掴
ん
だ
の

だ
ろ

う

か
。

そ

れ
は

ウ

ル

ピ

ア

ー

ヌ

ス

の

正
義
の

定
義
に
よ

っ

て

明
示
さ
れ
た

所

属
の

原
秩

序
（

q
吋

oa

昌

篝
ゆ身
）

、

つ

ま

り、

「

各
人

に

彼
（

彼
女）

の

も

の

を
」

（

の

ロ

盟

ヨ

o

巳
ρ
ロ
 ）

要
求
す
る

人
間
の

「

正

義
の

感
情
」

に

対
応

す
る

事
柄
で

あ
り、

人
格
倫
理
で

は

な
く、

制
度
の

倫
理
と

し
て

取
り
上

げ
ら
れ
る
べ

き
問
題
な
の

で

あ
る

。

ブ
ル

ン

ナ
ー

は、

「

神
の

正

義
と

正

し

い

国
家
形
態
と
の

関
係
」

を

例
に、
「

正
し
い

あ
る
い

は
正
し
く
な
い
」

と
は

如
何
な
る

こ

と
か

、

そ
し
て、

「

ど

こ

か
ら

こ

の

区
別
に

関

す
る

基

準
を

得
る
の

か
」

と
い

う
問
題
に
向
か

う
こ

と
に

し
た
。

　
「

各
人
に
彼
（
彼
女）

の

も
の

を
」

。

こ

の

尊
厳
あ
る

平
等
は
、

そ
の

特

質
と
機

能
に

お

け
る

「

相

違
」

に

結
び
つ

く
。

彼
（

彼
女
）

に
は

他
者
と

交
換
出

来
な
い

も
の

が
与
え
ら
れ
て

い

る
。

平
等
も
不
平
等
も、

と

も
に

万

物
を

創
造
さ
れ
た

神
の

意
志
に
基
づ

く
。

従
っ

て

「

相
違
」

は
、

等
し

く
な
い

課
題
を
共
に

担
い

、

互
い

に

能
力
を

分
か
ち
合

う
と
い

う
個
々

人

の

義
務
が、

真
に

人
格
的
な

愛
の

共
同

体
の

為
で

あ
る

だ

け
で

な

く
、

そ
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れ
が

神
か
ら

与
え
ら
れ
て

い

る
が

故
に

、

そ
の

個
人
の

人
格
の

尊
厳
は、

共
同
体
に

優
先
し

い

て

い

る
こ

と
を
示

唆
す
る
も
の

で

あ
る

。

　

こ

こ

で
、

先
述
の

問
い

で

あ
る

「

神
の

正
義
（

正

義
の

原
理）

と

正

し

い

国
家
と
の

関

係
（
共
同
体
の

再
建）
」

に

つ

い

て

の

ブ

ル

ン

ナ
ー

の

回
答

が
提
出
さ

れ
て

い

る
（

oっ゚

暫
）

。

つ

ま
り、

人

間
は

単
に
何
か
で

あ
る

と

い

う
だ

け
で

な
く、

何
も
の

か
に

対
す
る

要
求
と

権
利
を

持
っ

て

い

て
、

彼
（
彼
女
）

に

「

何
も
の

か
が

属
し

て

い

る
」

と

い

う
こ

と
は
、

創
造
の

中
で

基

礎
づ

け
ら

れ

て

い

る
。

そ
こ

か

ら
、

各
人
に

彼
（

彼
女
）

の

も
の

を
与
え
る

根
源
的
配
分
と
し
て

の

正

義
の

原
理
は
、

創
造
者
で

あ
る

神
の

意
志
で

あ
る
と
い

う
こ

と
、

そ
し
て、

神
の

支
配
に

基
づ

き
、

神
に

属
す

る

人
間
は

、

共
同

体
の

再
建
と
い

う
使
命
を

、

信
仰
を
通
し
て

愛
に

お
い

て

実
現

す
る

。

か
か
る

使
命
を
担
う
か

否
か
は
、

あ

く
ま
で

も
個
人
の

自

由
で

あ
り、

誰
も
他
の

者
が

命
じ
る

こ

と
も
代
わ
る

こ

と

も
出
来
な
い

事

柄
で

あ
る

。

か
か
る

自
由
は

神
の

み

が
与
え

、

取
り
上

げ
る

こ

と

が
出
来

る
。

つ

ま
り、

主
権
は

、

た

だ
ひ

と

り
神
に
の

み

属
す
る

と
い

う
こ

と
で

あ
る

。

　

キ

リ
ス

ト

教
的
自
然
に

お

け
る

人

間
の

本
性
は
、

神
に

よ
っ

て

造
ら
れ

た
本
源

的
な

も
の

（

規

範
的
）

と

神
に

背
を
向
け
る

離
反
的
な
も
の

（
反

規
範
的）

と

し
て

理

解
さ
れ
て

い

る
。

正

義
の

倫
理

が
人

格
で

は

な
く
制

度
の

倫
理
（
共
同
性
秩
序
の

倫
理
）

で

あ
る

理
由
は

、

人

間
の

本
性
へ

の

深
い

理

解
に

基
づ

い

て

い

る
。

神
の

創
造
秩
序
の

目

的
は

愛
で

あ
り

、

そ

れ

を
地
上
で

実
現
す
る
た
め
に

国
家
と
い

う
共
同
体
が

造
ら
れ
た

。

法
に

よ
る

強
制
は
、

人
間
を
無
政
府
状
態
の

恐

怖
か
ら

保
護
し

、

愛
に

奉
仕
す

る

為
で

あ
る

。

　
で

は
、

キ

リ

ス

ト

者
で

あ
る

愛
の

人
は、

い

か
に

し
て

愛
を
実

践
す
る

べ

き
か

。

そ
れ
は

、

直
ち
に

そ
の

愛
を
正

義
に

変
換
す
る
こ

と
で

あ
る
。

例
え
ば
、

労
働
者
が

労
働
の

正
当
な
報
酬
で

あ
る

賃
金
を、

使
用

者
か
ら

愛
の

施
し
物
と

し

て

提

供
さ
れ
る

時、

抗
議
す
る

の

は

必
至
で

あ
ろ

う
。

こ

の

例
は

、

正

義
の

要
求
は

充
た
す
こ

と

が
出
来
る

と
い

う
こ

と

だ
け
で

な
く

、

愛
は

決
し

て
全
う
さ
せ

る
こ

と

が
な
い

と
い

う
こ

と

を
示

唆
し
て

い

る
。

人
は

常
に

愛
を
充
た
す
よ
う
負
っ

て

い

る

と
い

う
意
味
で、

正

義

は

重
荷
で

あ
る

。

だ
が
、

も
し、

自
ら
を

全
う
す
る

愛
が

存
在
す
る
な
ら

ば
、

そ
れ
は

間
違
い

な

く、

限
り
な
き
神
の

愛
で

あ
り
、

そ

の

重
荷
が
恵

み

と
感
じ
ら
れ
る

所
以
で

あ
る

。

一

九
一

三

年
の

R
・

ブ
ル

ト

マ

ン

彼
は

神
学

的
ア

ヴ
ァ

ン

ギ
ャ

ル

ド

な
の

か

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
深
井
　
智
朗

　

雑
誌

『

時
の

間
』

は

今
日

で

は
、

第
一

次
大
戦
後
に

誕
生

し
た

、

い

わ

ゆ
る
ヴ
ィ

ル

ヘ

ル

ム

世
代
へ

の

ラ

デ

ィ

カ
ル

な
批
判
者
で

あ
る
「

ヴ
ァ

イ

マ

ー

ル

の

フ

ロ

ン

ト
世
代
」

と

し
て、

既
存
の

神
学
部
で

営
ま
れ
る

「

大

学
の

神
学
」

や
、

国
家
道
徳
や

国
家
の

政
治
政
策
を
支
え
る

政
冶
神
学
や

国
家
神
学
の

手
先
に

な
っ

て

い

た
既
存
の

「

国
民
教
会
制
度
」

を
批

判
し、

破
壊
し

よ

う
と

試
み

た

神
学
者
た
ち
の

雑
誌
と
し

て

知
ら

れ

て

い

る
。

し

か
し

こ

の

「

時
の

間
』

に

は
、

こ

の

時
代
の

新
進
気
鋭

「

大
学
の

神
学
者

た

ち
」

で

あ
る
ブ
ル

ト
マ

ン

が

参
加
し

て

い

る
。

な
ぜ
ブ

ル

ト
マ

ン

は
こ

の

ク

ラ

イ
ス

に

参
加
し
た
の

か
。

そ
の

問
い

に

答
え
る
た
め
に

第
一

次
大

戦

前
夜
の
一

九

＝
二

年
の

ブ

ル

ト
マ

ン

の

講
演
に

注
目
し

て

み

た

い
。

　
ブ
ル

ト
マ

ン

は
一

九

＝
二

年
九

月
二

九
日

に

オ
ル

デ

ン

ブ
ル

ク

の

「

白

由

協
会
」

で

「

神

学
と
い

う
学
と

教
会
的
実
践
」

と

い

う
講
演
を

行
っ
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