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け
て

個
別
的
な
人

間
を

要
求
し
な
い

。

こ

の

世

界
は
、

む
し
ろ、

間
主
観

性
を
通
し
て、

三
人
称
的
世

界
に
な
っ

て

し
ま

う
。

　

以
上

の

よ

う
な
世

界
の

二

様
態
を
確
認
し
た
上
で
、

神
概
念
を
振
り
返

っ

て

み

る
。

二

人
称
的
世
界
を

排
他
性、

三

人
称
的
世
界
を

包
括
性
と

い

う
言

葉
に

よ

っ

て

特
徴
づ

け
た

う
え
で
、

『

我
と

汝
』

第
四

七

節
を

見
る

と
、

こ

こ

で

の

神
概
念
は
、

排
他
性
と

包
括
性
が

切
り
む

す
ぶ

と
こ

ろ

で

述
べ

ら

れ
て

い

る
こ

と
が

わ

か

る
。

し
て

み
れ
ば
、

ブ
ー

バ

ー

は
、

包
括

性
に

よ
っ

て

特
徴
づ

け
ら
れ

る

場
所
論
的
神
概
念
を

、

排
他
性
に

よ
っ

て

特
徴
づ

け
ら

れ
る

二

人

称
的
神
概
念
に

よ
っ

て

語
り

直
そ

う
と
し

て

い

る

の

で

は
な

い

だ
ろ

う
か

。

　

そ
こ

で
、

本
発
表
は
次
の

こ

と
を

提
案
し

た
い

。

ブ
ー

バ

ー

の

「

永
遠

の

汝
」

は
、

本
質
的
に

無
人
称

的
で

あ
る

も
の

を、

二

人

称
の

「

あ
な

た
」

と

し
て

受
け
取
り
直
す
試
み

だ
っ

た
の

で

は
な
い

か
と
い

う
こ

と
で

あ
る

。

そ
れ
は

現
代
的
に

言
い

換
え
れ
ば、

場
所
論
的
神
学
を
ふ

た

た
び

人
格
主

義
的

神
学
へ

と
取
り
戻
す
試
み
で

も
あ
っ

た
は

ず
で

あ
る

。

ミ
シ
エ

ル
・

ア

ン

リ
と
キ
リ
ス

ト
教

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　

古
荘

　
匡
義

　

晩
年
の

ミ

シ
ェ

ル
・

ア

ン

リ
（

一

九
二

ニ

ー
二

〇

〇

二
）

の

「

キ

リ
ス

ト

教
の

哲
学
」

で

は
、

彼
が

生

涯
を
か

け
て

構
築
し

て

き
た

「

生
の

現
象

学
」

が
、

キ

リ

ス

ト

教
の

聖

書
の

こ

と
ば
と

共
に

語
ら
れ

る
。

ア

ン

リ
自

身
は

自

分
の

思

索
が

あ
く
ま
で

哲
学
で

あ
り、

キ

リ

ス

ト

教
を

哲
学
へ

還

元
し
よ

う
と
は
し

な
い

。

し
か
し

、

聖

書
の

章
句
が

生
の

現
象
学
に

並
置

さ
れ
る
と

き
、

ど

う
し
て

も
キ
リ

ス

ト

教
の

哲
学
的
解

釈
の

よ

う
に

み

え

て

し
ま

う
。

ア

ン

リ

が
キ
リ

ス

ト
教
を

引
用
し

な
が

ら
生
の

現
象
学
を

提

示
す
る

意
義
と
は

何
で

あ
ろ

う
か

。

そ
れ
は
、

聖
書
の

章
句
と

と

も
に

生

の

現
象

学
が

語
ら
れ

る

こ

と

に
よ

っ

て、
「

キ

リ
ス

ト

教
の

哲

学
」

が

救

済
の

理
論
で

あ
る

と

同
時
に

救

済
の

実
践
に

も
な
っ

た
、

と

い

う
こ

と
だ

と

考
え

ら
れ

る
。

　

第
一

に
、

「

キ

リ
ス

ト
教
の

哲
学
」

は、

エ

ゴ

イ
ス

テ

ィ

ッ

ク

な
人

間

の

生
の

救
済
に

関
す
る

理
論
で

あ
る

。

人
間
の

生
は

、

自
己
自
身
か
ら

距

離
を

取
る

こ

と
が
で

き
ず
に

根
源
的
に

自
己
を

被
る

受
容
性
に

お
い

て
、

自
ら

自

己
自

身
を

体
験
し、

自
ら
を

感
情
や

行
為
と
し
て

実
在
的
に

顕
に

す
る

。

し
か
し
人

間
は、

〈

自
分
自

身
で

生
け
る

者
と

な
る

こ

と

は
で

き

ず
、

真
に

実
在

的
に

体
験
し
う
る

の

は

自
分
自
身
で

し
か
な
い
〉

と
い

う

「

超
越
論
的
エ

ゴ

イ
ス

ム
」

に

陥
っ

て

い

る
。

こ

の

エ

ゴ

イ
ス

ム

か
ら
「

救

済
」

さ
れ
る
に

は
、

自
分
自
身
で

自
己

体
験
を
始
め

る
こ

と
が
で

き
る
絶

対
的
〈

生〉

の

自
己

体
験
の

過

程
に
一

体
化
し
て

生

き
る

こ

と
、

生

け
る

者
の

生
の

「

神
化
」

が
必

要
と
さ

れ
る

。

こ

の

神
化
は

行
為
の

次
元
に
お

い

て

可
能
に

な
る

。

す
な
わ
ち
、

生
け
る

者
自
身
の

我
意
に

発

す
る

の

で

は

な
く
、

又
父
〉

の

意
志、

す
な
わ

ち

絶
対
的
〈

生
〉

の

自
己
−

産
出
の

過
程
」

に

よ

っ

て
引
き
起
こ

さ
れ

る
行
い

が、

生
け
る
者
の

生
の

「

パ

ト

ス

的
な

内
的
自
己
ー

変
容
」

を

引
き

起
こ

す
。

こ

の

よ

う
な
実

存
的
変
容

を
被
っ

た

自
己

自
身
を
根
源
的
に

体
験
す
る

こ

と
で
、

自
分
を
超
え
た
も

の

に

お

い

て

生

き
て

い

る
こ

と

を
覚
知
し、

エ

ゴ

イ
ス

ム

か

ら
救
済
さ

れ

る
。

　

第
二

に、

「

キ
リ
ス

ト

教
の

哲
学
」

は

エ

ゴ

イ

ス

ム

か

ら
の

救
済
の

理

論
で

あ
る

だ

け
で

な

く、

ア

ン

リ
自
身
の

実
存
の

変

容
お

よ

び

救
済
の

実

践
で

あ
る

よ

う
に

思
わ

れ
る

。

　
生
の

現
象
学

的
分
析
で

あ
る

「

キ

リ

ス

ト

教
の

哲

学
」

に

お
い

て
、

ア
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ン

リ
は

基
本
的
に、

人
間
の

生
や

絶
対
的
〈

生
〉

の

存
在
や

現
実

存
在
を

カ

ッ

コ

に

入
れ

て
、

生
の

現
れ
の

実
在
性
を

徹
底
的
に
追
究

す
る

。

し
か

し
「

キ

リ
ス

ト

教
の

哲
学
」

に

は
、

ヨ

ハ

ネ
福
音
書
に

関
す
る

議

論
を
通

し
て、

絶
対
的
〈

生
〉

の

絶
対
的
現
実
存
在
（
実
存
）

に

言

及
し
て

し
ま

う
箇
所
が

あ
る

。

現

象
学
的
に

見
れ
ば

排

除
さ

れ
る

べ

き
こ

の

言

及
こ

そ、

ア

ン

リ

自
身
の

実

存
変
容
の

帰

結
を

如
実
に

顕
に

し

て

い

る

よ

う
に

思
わ
れ
る

。

　

ア

ン

リ

の

思
想
は

、

個
人

的

体
験
や

思

想
家
と
の

出

会
い

に

よ
っ

て

根

本
的
に

変
化
す
る

こ

と
が

多
い
。

「

キ

リ
ス

ト
教
の

哲

学
」

に

関
し
て

も、

聖

書
の

「

再
発
見
」

と
い

う
出

来
事
に

よ
っ

て

ア

ン

リ
自
身
の

実
存
が

変

容
し

、

そ
う
し
て

彼
は

「

キ

リ

ス

ト

教
の

哲
学
」

の

諸
著
作
を
書
く
に

至

っ

た
、

と

彼
自
身
あ
る

対
談
で

証
言
し
て

い

る
。

ア

ン

リ
に

と

っ

て
、

聖

書
の

再
発
見
は
、

思
弁
的
な
レ

ベ

ル

で

聖
書
を
新
し
く
解
釈
し
た

こ

と

で

は

な
く、

自
身
の

実
存
を
変

容
す
る

よ

う
な、

行
為
や
実
践
の

レ

ベ

ル

に

お
け
る

衝
撃
だ
っ

た
。

先
に

述
べ

た

エ

ゴ

イ
ス

ム

の

救
済
理
論
に

即
し
て

考
え
れ

ば、

こ

の

衝
撃
に

促
さ
れ
て

「

キ
リ
ス

ト
教
の

哲
学
」

を
書
く
と

い

う
一

連
の

流
れ
は

、

ま
さ
に

ア

ン
ー2
自
身
の
エ

ゴ

イ
ス

ム

か
ら
の

救
済

の

過
程
で

あ
り

、

救
済
の

実
践
だ
っ

た
の

で

あ
る

。

　

そ
う
で

あ
る

な
ら、

「

キ

リ
ス

ト
教
の

哲
学
」

に

と
っ

て

聖

書
の

こ

と

ば
は

必

要
不
可
欠
な
も
の

で

あ
る

。

ア

ン

リ

は
、

実

存
を
変
え
た
聖
書
の

こ

と
ば
と

、

実
存
の

変
容
の

帰
結
で

あ
る

現
象
学
的

体
系
と
を
併
記
す
る

こ

と
に

よ
っ

て
、

聖
書
と
の

出
会
い

が
ど
の

よ

う
に

自
分
の

実
存
を
変
え

た

か
を
ド
キ
ュ

メ

ン

ト

と

し
て

表
現
し
よ

う
と

し
た

。

そ

う
し

て
、

「

キ

リ
ス

ト

教
の

哲
学
」

は
、

エ

ゴ

イ
ス

テ

ィ

ッ

ク

な
人
間
の

生
の

救
済
の

理

論
か
つ

救
済
の

実
践
と

な
っ

た
の

で

あ
る

。

理

性
と

文
化
の

関
係
に

つ

い

て

　
　
　

グ
ロ

ー

バ

リ
ズ
ム

批
判
の

視
座
を
求
め

て

　
　
　

　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

　
八

巻

　
和
彦

　
ネ
オ

リ
ベ

ラ

リ
ズ

ム

の

イ
デ

オ

ロ

ギ
ー

な

ら
び

に
そ
れ
に

強
く
影
響
さ

れ
た
思

想
で

あ
る
「

グ

ロ

ー

バ

リ
ズ
ム
」

Ω
o
σ
o

房
ヨ

は
、

技
術
的
展
開

過

程
と

し
て

の

グ

ロ

ー

バ

リ
ゼ

ー

シ
ョ

ン

Ω

δ
げ

巴
冒
9
鼠

o
口

を

利
用

し
な

が

ら、

経
済
活
動
の

標
準
を
地

球
規
模
で

均
一

化
す
る
こ

と

に

よ
っ

て、

特
定
の

勢

力
が

世
界

中
で

経

済
的
覇

権
を

確
立

し、

そ

れ
を

文
化

的
支

配
、

政
治
的
支
配
に

も
利
用
し

よ

う
と

す
る

も
の

で

あ
る

。

そ
の

標
榜
者

た

ち
は
、

そ
の

主

張
の

根

拠
閑
Φ

器
o
コ

と

し
て
、

自

分
た

ち
の

理

論
こ

そ

が
「

合
理
的

「

p
二
〇
口

巴
」

（
つ

ま
り
理

性
に

か
な
っ

て

い

る
、

理

性
的）

で

あ
る
の

だ
か
ら、

当
然、

そ
れ
が
地
球
規
模
で

実
現
さ
れ

る
べ

き
で

あ

る

と

す
る

。

そ
し

て
、

こ

の

思

想
の

実
践
に

反
対
す
る

人
々

に

対

し
て

は
、

「

反
グ
ロ

ー

バ

リ
ズ
ム

運

動
は

理

性
的
な

も
の

で

は

な
く

感
情
的
反

発
に

過

ぎ
な
い
」

と
、

マ

ス

メ

デ
ィ

ア

な
ど
が

批
判
す
る

傾
向
が

強
い

。

　

確
か
に

経
済
学
に

は
数
学
が
応
用
さ
れ
て

い

る

が
、

当
然
の

こ

と
な
が

ら

経
済
学
に

は

数

学
以
外
の

要

素
も

存
在
し

て

い

る

の

だ

か

ら
、

数
学
の

よ

う
に

地
球
規
模
で

の

普
遍
妥
当
性
を
主

張
す
る

根
拠
は

な

い

と

言
う
べ

き
で

あ
ろ

う。

そ

し

て
、

地
球

規
模
で

軋
轢
を

起
こ

し
て
い

る

グ

ロ

ー

バ

リ
ズ

ム

に
理
性
的
に

反
論

す
る

た
め
に

は
、

理
性
と

い

う
も
の

に

つ

い

て

冷
静
な

考
察
が
必

要
と
さ

れ

る
だ

ろ

う
。

そ
こ

で
、

本

発
表
で

は
、

「

理

性
と

文
化
の

関
係
」

に

照

準
を

当
て

て

考
察
を
進
め
る

。

　

そ
も
そ
も
「

理

性
」

と
い

う
人

間
の

精
神
的
能
力
を
単
独
で

取
り
出

す

こ

と

が
で

き
て
、

そ
れ

に

対
し

て

「

感
情
」

と
い

う
人
間
の

精
神
的
能
力

が

存
在
し
て
い

る

の

だ
ろ

う
か

。

清
水
哲
郎
（
『

事
典
　
哲
学
の

木』
）

も

410（ll32）
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