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た
の

で

あ
る

。

ニ

ー

チ
ェ

に

よ

る

社

会
性
を

維
持
す
る

諸
概
念
へ

の

批

判

は
、

現
実
的
な
生
に

近

接
す
る

道
で

あ
っ

た
の

で

は

な
い

だ
ろ

う
か

。

ル

ド
ル

フ
・

シ
ュ

タ

イ

ナ

ー

の

キ
リ

ス

ト

観

　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　

　
　

　
　

　
　

西
井
　
美

穂

　

ル

ド
ル

フ
・

シ

ュ

タ

イ

ナ
ー
（
幻
口
匹
o
開

Qり
け

虫
ロ

奠
冖

八

六
一

ー
九
二

五
）

は

目

本
で

は
、

シ
ュ

タ

イ
ナ

ー

教

育
の

創
設
者
と

し
て

知
ら

れ
、

そ

の

教

育
を

支
え
て

い

る

思
想
は

、

一

般
に

人

智
学
（
〉
暮
耳
oOo

ω

oO

馘
Φ）

と

呼
ば
れ
て

い

る
。

そ

れ

は
人
間
が
自
ら

の

叡

智
で
、

人
間
で

あ
る

こ

と

を

見
出

す
と
い

う
こ

と
を

意
味
す
る

。

実
践
で

は

評
価
さ
れ

て

い

る

も
の

の
、

シ

ュ

タ

イ
ナ

ー

の

思

想
は
ド

イ
ツ

で

は、
「

精

神
科
学
（
Ω
Φ圃
・゚

審
ω
−

≦
δ
ω

Φ

口
ω

o
『

p
沖）
」

と
い

う、

見
え

な
い

も
の

を
も

実
体
と

し

て

研
究

対

象
と
し
て

い

る

た

め
、

経
験
的
実

証
的
な

科
学
か
ら

は

「

非
科
学
的
」

と

批
判
さ
れ
て

い

る
。

日

本
に

お

い

て

も
、

シ
ュ

タ

イ

ナ
ー

思
想
の

神
秘

的

側
面
が

問
題
と

な
っ

て

い

る
。

　

し
か
し
、

実
践
活
動
の

基
盤
と
な
っ

て

い

る

の

が

人
智
学
思

想
で

あ
る

こ

と

を
考
え
れ

ば
、

「

非
科
学
的
」

だ
と

決
め
つ

け、

厳
密
に

吟
味
さ
れ

な
い

の

は
お
か

し
な

話
だ
と
い

わ

ざ
る

を

え
な
い
。

そ
れ

故
、

「

神
秘
主

義
」

と
い

う
側
面
の

み

に

焦
点
を

当
て

る

の

で

は

な

い
、

新
し

い

視
座
に

よ
る

分
析
が

必

要
で

あ
る

と

考
え
る

。

そ
の

シ
ュ

タ

イ

ナ
ー

思

想
は

、

こ

れ
ま
で

の

研
究
で

は
、

哲
学
的
思

索
を

中
心
と

し
た

前
期
思
想
は

重

要
だ

と
さ
れ
な
が

ら

も
、

研
究
対
象
と
な
る

の

は
、

も
っ

ぱ

ら
神
秘
思
想
の

後

期
思
想
で

あ
っ

た
。

し
か
し

、

近

年
で

は

前
期

思
想
と

後
期
思

想
を
連

結

さ
せ
る

こ

と
を

試
み

た

研
究
も
現
れ

、

シ
ュ

タ

イ
ナ
ー

思
想
全

体
が

も
つ

意
味
が

厳
密
に

検
討
さ
れ
つ

つ

あ
る

。

　

前
期
と

後
期
に

通

底
す
る

も
の

を

探

求
し
た

と

き
に

問
題
に

な
る
の

が
、

シ
ュ

タ
イ

ナ

ー

の

キ

リ

ス

ト

観
で

あ
る

。

実
際
に

は
シ
ュ

タ

イ

ナ

ー

の

キ

リ
ス

ト

論
は

厳

密
に

検
討
さ
れ

ず
に

、

「

非
正

統
的
」

と

見
做
さ

れ

た

り
、

あ
る

い

は

単
に

オ

カ
ル

ト
思

想
と
し

て

片
づ

け
ら
れ

て

し
ま

う
の

で

あ
る

。

こ

う
し
た

状
況
に

お

い

て

シ
ュ

タ

イ

ナ
ー

の

キ

リ

ス

ト

観
を

分

析
す
る

こ

と
は

、

シ
ュ

タ

イ
ナ

ー

思

想
の

新
た
な

側
面
に

光
を

当
て

、

幅

広

く
議
論
を

展
開
し
て

い

く
こ

と
が
で

き
る

の

で

は

な
い

か

と

考
え
る
。

　
さ
て、

シ
ュ

タ

イ

ナ

ー

の

キ

リ

ス

ト
観
で

あ
る

が
、

シ
ュ

タ

イ

ナ
ー

の

独
自
の

聖

書
解
釈
は
、
．

歴
史
学
者
セ

オ

ド
ア
・

ロ

ー

ザ
ク

か

ら

「

キ

リ

ス

ト

教
史
に

お
い

て

も
っ

と

も
異
様
な
も
の
」

（
『

意
識
の

進

化
と

神
秘
主

義
』

）

だ

と

激
し
い

批
判
を
あ
び

せ

ら
れ
て

い

る
。

そ
の

「

最
も

異
様
な
」

聖

書
解
釈
と
は

、

如
何
な
る

も
の

な
の

か
。

　
一

九
〇

二

年
、

シ
ュ

タ

イ
ナ

ー

は

神
智
学
協
会
入

会
直
前
に

行
っ

た

講

演
『

神
秘
的

事
実
と
し

て

の

キ

リ

ス

ト

教
と

古
代
の

秘
儀

S
毳

O
ミ
帯

、

ミ
ミ
§

ミ
防

ミ
塞
職

簿
軸

寄
財
籟
6

曹
ミ
謡

織

ミ
鳴

さ
仍

繕

識
§

魯
動

ム
、

謄
、・

ミ
ミ
包
』

に

お
い

て
、

占
代
ギ

リ
シ

ア

の

密
儀
精
神
で

見
出
さ
れ
る

神
性

が
キ

リ
ス

ト

教
の

源
泉
で

あ
る

と

論
じ

た
。

前
半
は
、

プ
ラ

ト

ン

（

紀
元

前
四

二

八

頃
−

三

四
八

頃
∀

の

神
秘
思

想
を

中
心
に
、

ヘ

ラ

ク

レ

イ

ト

ス

（
紀

元
前
五

三
五

−
四

七

五
）

な
ど

プ

ラ

ト
ン

以

前
の

哲
学
者
の

思

想
を

吟
味
し、

古
代
ギ

リ
シ

ア

の

哲
学
者
に

と
っ

て

神
秘
的
認
識
が

い

か

に

重

要
で

あ
っ

た

か
を

語
っ

て

い

る
。

後
半
で

は
、

プ
ラ

ト

ン

神
秘
思
想
が

フ

ィ

ロ

ン

（

二

〇
頃
−
四

〇

頃
）

を

通
し

ど
の

よ

う
に

福
音
書
の

成
立

に

影

響
し

た
か

を

述
べ
、

「

キ

リ

ス

ト

教
は

ゆ
っ

く

り
と

密
儀

か

ら

芽
生

え

…

…

密
儀
の

叡
智
が
キ

リ
ス

ト

教
の

言
葉
を
ま
と

う
」

と

結
論
づ

け
て

い

る
。

こ

の

よ

う
な
聖

書
解
釈
に

お
い

て

キ
リ

ス

ト
は
、

一

九

〇

八

年
の

（ll29）407
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『

ヨ

ハ

ネ

福
音

書

講

義
（

b
毳
丶

忌
§
§
 

肉

§
壽

飛
職
ミ

ミ）
』

で、

キ

リ

ス

ト

が

「

個
別
な

自
我
に
確
か
な
自
分
を
感
じ

と

る

こ

と

が

で

き
る

よ

う

な
事
柄
を

人
々

に

提
供
し
た
」

と

し、

血

縁
の

「

愛
」

か
ら

霊
的
な
人
類

「

愛
」

へ

と

「

愛
」

を

進
化

さ
せ

た
と

述
べ

て

い

る
。

ま
た
、

一

九
一

〇

年
に

上

梓
さ
れ

た

神
秘
主
義
的
な
著
作
の

代
表
作
で

あ
る

『

神
秘
学
概
論

（
b
暗

O
忠
竃

§

ミ
鶚

§
劬

簿
ミ
こ
ミ

§
適
b）
」

で

は

「

包

括
的

な

友
愛

の

理
想
」

と
し

て

語
ら

れ
る

。

こ

の

キ

リ

ス

ト

に

つ

い

て

の

考
察
は
、

シ

ュ

タ

イ
ナ
ー

が
一

九
一

〇
年
か
ら
書
き
始
め

た

『

神

秘
劇
四

部
作
（

翻
ミ

さ
詮
鴨

識

§
織

ミ
ミ

§
ご

に

お
い

て、

善
悪

も
含
め、

す
べ

て

を
統

合
す

る
「

愛
」

の

力
と
し
て

提
示
さ
れ

た
の

で

あ
る

。

「

愛
」

を
ど
の

よ

う
に
人

類
に

広
げ

、

深
化
さ

せ

て

い

く
か

が
、

シ
ュ

タ

イ
ナ
ー

の

課
題
で

あ
っ

た
。

一
一

人
称
と
し

て

の

神
　
　
マ

ル

テ

ィ

ン
・

ブ
ー

バ

ー

の

神
概
念

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

田
島

　
　

卓

　
現
代
に
お

け
る

神
の

諸
問
題
を
取
り
扱
っ

た

『

神
の

蝕
』

2

九
五
二
）

の

冒
頭
で

、

ブ

ー

バ

ー

は

ふ

た
つ

の

対
話
の

思

い

出
を

語
っ

て

い

る
。

最

初
の

対
話
で

は
、

彼
は

無
神
論
者
に

対
し、

我
々

の

知
覚
を

支
え
る

普
遍

的
／
根
源
的
な

場
所
と

し
て

の

神
を

説
く
。

た

と
え
ば

色
彩
は

光
の

振
動

と
、

我
々

の

受
容
器
官
の

「

出
会
い
」

に

よ

っ

て

生

じ
る

の

だ
か
ら

、

そ

の

出
会
い

の

場
所
と
し

て
、

神
が
要
請
さ
れ

る

と
い

う
の

だ
。

こ

の

こ

と

に

よ
っ

て
、

ブ

ー

バ

ー

は

無
神
論
者
に

神
の

存
在
を

承
服
さ
せ
る

こ

と
に

成
功

し
た

。

だ
が
、

ブ

ー

バ

ー

自

身
は
こ

れ
を

失
敗
と

受
け
と

め

て

い

る
。

な
ぜ

な
ら

、

こ

の

よ

う
に
示
さ
れ

る

神
は
、

所
詮
「

哲

学
者
の

神
」

で

し
か
な
い

か

ら
だ

。

こ

れ

に

対
し

て
、

も
う
ひ

と
つ

の

対

話
で、

プ
ー

バ

ー

は
、

そ

の

つ

ど
、

各
人
が
己
の

深
み

か

ら、

「

あ
な
た
」

と

呼
び
か

け
る、

そ
の

よ

う
な
神
に

つ

い

て

語
っ

て
い

る
。

こ

の

二

つ

の

対
話
は、

そ
れ
ぞ
れ
二

つ

の

神
概
念
を
代
表
し
て

い

る
よ

う
に

思
わ
れ
る

。

場
所

論

的
神
と

人
格
主

義
的
神
で

あ
る
。

　
ふ

た

つ

の

対
話
は
、

フ

リ
ー

ド
マ

ン

に
よ
れ

ば
、

前
者
が
一

九
二

〇

年

か
一

九一

＝

年、

後
者
が
一

九
二

二

年
に、

パ

ウ

ル
・

ナ
ー

ト
ル

プ
と

の

間
で

な

さ
れ

て

い

る
。

し

た

が

っ

て
、

こ

こ

で

示
さ
れ

て

い

る
よ

う
な

神

理
解
は
、

『

我
と

汝』

（

一

九
二

三
）

以

降
の

ブ

ー

バ

ー

の

神
理
解
を
】

貫

し

て

規
定
し

て

い

る

も
の

だ
と

解
し

て

さ
し
つ

か

え
な
い

。

本
発
表
の

目

的
は
、

以
上
の

こ

と

を

踏
ま
え
て
、

ブ

ー

バ

ー

が

「

永
遠
の

汝
」

と

し
て

示
し
た

神
を

理
解
し
直
す、

ひ

と
つ

の

可
能
性
を

試
み

る
こ

と
で

あ
る

。

　

興
味
深
い

こ

と

に
、

『

神
の

蝕
』

で

示
さ

れ
た

よ

う

な
二

つ

の

神
概
念

は
、

他
の

著
作
の

中
で

、

世
界
概
念
と

し
て

示
さ
れ

た

も
の

と
親
近
性
を

持
っ

て

い

る
。

『

神
の

蝕』

に

お
け
る

最
初
の

対

話
で

は
、

「

出
会
い

に

よ

る

知
覚
」

に

よ

っ

て

世
界
が

構
成
さ

れ
て

い

る

と

説
か

れ
て

い

た

が、

こ

れ

と

同
じ
モ

テ

ィ

ー
フ

が
、

た

だ

し
神
に
言

及
し
な
い

か
た

ち
で
、

『

人

間
と

そ

の

形
像
物
』

（
一

九
五

五
）

の

な
か
に

現
れ

て

い

る
。

　
一

方、
『

対
話
』

（

一

九
三

〇
）

中
の

「

責
任
」

と
い

う
節
で

は
、

独
特

な

世
界
の

捉
え

方
が

展
開
さ

れ
て

い

る
。

他
者
と

共
有
さ
れ

え
な
い

世
界

と
い

う
考
え

方
で

あ
る

。

こ

の

独
特
な
世
界
概
念
は

二

人
称
関
係
構
造
の

特
徴
で

あ
る

排
他
性
（
あ
る

い

は

専
　

性∀

と
い

う
契
機
に

着
目
す
る

な

ら
、

理

解
し
や

す
い

。

こ

こ

で

示
さ

れ

て

い

る

の

は

二

人
称
的
世
界
概
念

だ
と
理

解
で

き
る

。

　

し
て

み
れ
ば

、

「

出

会
い

に

よ
る

知
覚
」

に

よ

っ

て

構
成
さ

れ
た

世

界

は
、

た
し

か
に

存

在
者
同
士
が

「

出

会
い
」

う
る

と
い

う
特
性
を

備
え
た

人

間
存
在
に

固
有
の

世

界
で

あ
る

。

け
れ

ど

も
、

こ

の

世
界
は
、

と

り
わ

408（1130）
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