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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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た
。

「

自
由
協
会
」

は
ヴ
ィ

ル

ヘ

ル

ム

世
代
が
一

八

七
一

年
の

ド
イ
ツ

統

一

の

神
学
的
な

意
義
を
な
お
も
信
じ

、

権
威
と

伝
統
を

重
ん

じ、

社
会
の

閉
塞
状
況
を
生
み

出
す
政
冶
を
行
っ

て

い

る

こ

と

を、

既
存
の

政
治
的
な

枠
組
み

の

中
で
、

そ
れ
を

壊
さ
な
い

よ

う
な
仕
方
で

批
判
し
た
運

動
の

総

称
で

あ
る

。

そ
の

立
場
は
ヴ
ィ

ル

ヘ

ル

ム

世
代
の

大

学
神
学
に

よ
っ

て

支

え
ら
れ
て

き
た

既

存
の

制
度
を
ラ

デ

ィ

カ

ル

に

批

判
し
よ

う
と
し
た
バ

ル

ト
や

ゴ

ー

ガ

ル

テ

ン

と
は

違
っ

て

い

た
。

ブ

ル

ト
マ

ン

は

ヴ

ィ

ル
ヘ

ル

ム

世

代
の

思
想
や
政
治
的
枠
組
み

と

新
し
い

政
治
的

諸
動
向
と
の

ゆ

る

や
か

な

結
び
つ

き
の

上

に

新
し
い

改
革
の

道
を

模
索
し

よ

う
と

し
て

い

た
「

自

由
協
会
」

の

立
場
を
支
持
し
て

い

た
。

　

ブ

ル

ト
マ

ン

に
よ
れ
ば

、

学
と

し
て

の

神
学
は
、

教
会
の

い

か
な
る
実

践
と

も
無
関

係
に
営
ま
れ
る

の

で

あ

り、

「

信
仰
」

や
「

宗

教
心
」

は

神

学
の

前
提
で

は
な
い

と
い

う。

そ

の

こ

と
は

神

学
は

信
仰
や

人

間
の

宗
教

性
を
基

礎
付
け
る

も
の

で

も
な
い

し、

逆
に

そ
れ

を

否
定
し
、

現
代
に

お

け
る

信
仰
の

不
可

能
性
を
断
言
す
る

よ

う
な

も
の

で

も
な
い

と
い

う
。

そ

れ
に

も
か
か
わ

ら

ず、

神
学
部
は

教
会
に

聖
職
者
を

お
く
り
出
す
た

め

に

神
学
的
教
育
を
な
し
て

お
り、

各
ラ

ン

ト
の

教
会
の

資
格
試
験
と

接
続
し

て

い

る
。

こ

の

よ

う
な

中
で

神
学
と

教
会
と

の

関
係
は
ど
の

よ

う
に

理
解

す
べ

き
な
の

か
、

と
い

う
こ

と
を
ブ

ル

ト
マ

ン

は
真

摯
に

問
う
て

い

る
の

で

あ
る

。

し

か

し
こ

の

問
い

に

答
え
る

こ

と
は

、

当
時
の

教
会

制
度
を
ま

た

神
学
部
と

教
会
と
の

関
係
を
破
壊
し
か

ね
な
い

も
の

で

あ
る

か

ら
、

非

常
に

ラ

デ

ィ

カ

ル

な
も
の

で

あ
る
。

ブ

ル

ト

マ

ン

は

こ

の

矛
盾
し
た

関

係

の

解
決
方
法、

問
い

に

対
す
る

答
え
を

彼
が

大
き
な

影
響
を
受
け
た

ヴ
ィ

ル

ヘ

ル

ム

世
代
の

神
学
者
W
・

ヘ

ル

マ

ン

の

神
学
の

中
に
見
出
し
た

。

ブ

ル

ト

マ

ン

は
「

問
い
」

に

お

い

て

は
ラ

デ
ィ

カ

ル

で

あ
り、

こ

の

時
代
の

神
学
的
ア

ヴ
ァ

ン

ギ
ャ

ル

ド

た

ち
と

問
題
意
識
を
共
有
し

て

い

る

の

で

あ

る

が、

「

答
え
」

に

お
い

て

は
ヴ
ィ

ル

ヘ

ル

ム

世

代
の

神
学
を

受
け
入
れ

て
い

る

の

で

あ
る

。

　

さ
ら
に

こ

の

講
演
で

の

ブ

ル

ト
マ

ン

の

政

治
的

意
図
を

見
逃
し

て

は

な

ら
な
い

で

あ
ろ

う
。

そ
れ
は

神

学
の

自
立

性
と
い

う
問
題
で

あ
る

。

ブ

ル

ト
マ

ン

が

提
示
す
る

教
会
の

実

践
と

大

学
に

お
け
る

学
と

し
て

の

神
学
と

の

対
立

や
矛
盾
の

指
摘
は
、

も

う
ひ

と
つ

の

政
治
的
コ

ン

テ

ク

ス

ト

を
も

っ

て

い

る
。

そ
れ
は
、

こ

の

時
代
の

大
学
神
学
部
の

神
学
と

教
会
の

実
践

の

非
学
問
的
で

無
反
省
な
結
び
つ

き
の

中
で

は、

政
府
の

政

冶
政
策
や
文

部
行
政
の

指

導
や

影
響
を
強
く
受
け
る

神
学
部
で

は
、

神
学
が
教
会
に

対

し
て

政

府
の

政
策
を
裏
付
け
る

神
学
や
政

策
を

無
批
判
に
受
け
入
れ
る

た

め
の

御
用
神
学
を

提
供
す
る

た

め
の

シ

ス

テ

ム

に

な
っ

て

し

ま

う
可
能

性

が

あ
る

、

と
い

う
こ

と
な
の

で

あ
る

。

そ
れ

故
に

ブ

ル

ト
マ

ン

は

神
学
の

自
立

性
を
強
く
主

張
し

、

神
学
を

伝
統
や

教
会
と
い

う
制
度
か
ら

で

は

な

く、

ど

こ

か

ら
始
め

る

べ

き
な
の

か、

と
い

う
問
題
と

こ

の

講
演
の

中
で

取
り
組
ん
で

い

る

の

で

あ
る

。

そ
の

点
で

は

彼
の

考
え
は、

大
学
神
学
部

に

も、

当
時
の

伝
統
的
な

教
会
制
度
に
も
批
判
的
な
の

で

あ
り、

そ
の

点

に

お
い

て

こ

そ、

ブ
ル

ト

マ

ン

は

あ
の

神
学
的
ア

ヴ

ァ

ン

ギ
ャ

ル

ド
た

ち

の

問
題
意
識
と
結
び
つ

く
こ

と

が
で

き
た
の

で

あ
る
。

し
か
し
彼
の

批
判

は

バ

ル

ト
や

ゴ

ー

ガ

ル

テ

ン

の

よ

う
な
ラ

デ

ィ

カ

ル

な
も
の

で

は
な
く、

既
存
の

大
学
制
度
の

枠
組
み

に

と
ど
ま
り

、

そ

の

意
味
で

は

彼
自
身
は

神

学
ア
ヴ
ァ

ン

ギ

ャ

ル

ド

と
は

言
え
な
い

。
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