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止
す

血

甲

れ

′血
け

レ

ッ

シ

ソ

グ

に

お

け

る

寛
容
の

理

念

宮

野

悦

義

一

レ

ア

シ

ン

グ

の

晩
年
の

戯
曲
｢

賢
者

ナ

一

夕

ン

(

一

七

七

九
)

+

が
､

宗
教
的
寛
容
の

精
神
を

基
調
と

し

た

作
品
で

あ

る

こ

と

ほ

よ

く

知
ら

れ
て

い

る
｡

寛
容
の

問
題
が

当
時
の

､

つ

ま

り

啓
蒙
主
義
の

時
代
の

重

要
な

論

点
で

あ
っ

た
こ

と

は

言
う
ま
で

も

な
い

が
､

イ

ギ

リ

ス

や

フ

ラ
ン

ス

の

場

合
と

は

異
な

り
､

ド

イ

ツ

啓
蒙
主
義
に

お

け
る

寛
容
論
の

展
開
は

､

こ

の

国
の

社
会
的
遅
れ

を

反
映
し

て

独
特
の

様
相
を

呈

し
て

い

る

よ

う
に

思
わ

ヽ

ヽ

れ

る
｡

こ

の

｢

賢
者
ナ

一

夕
ン

+

と
い

う
戯
曲
が

､

寛
容
の

問
題
と

兵
向

か

ら

取
り

組
ん

だ
､

ド

イ

ツ
に

お

け
る

殆
ん

ど

唯
一

の

著
述
で

あ

る

と
い

う
事
実
が

､

既
に

そ
の

こ

と

を

示
し
て

く

れ
る

｡

そ

も

そ

も

ド

イ

ツ

の

場

合
､

寛
容
論
の

根
拠
と

な

る
べ

き

近

代
的
市
民

層
の

発
展
が

欠
如
し
て

い

た
｡

宗
教
改
革
と

そ

れ

に

続
く
三

十
年
戦
争
の

結
果

､

信
教
の

問
題
に

関

す
る

一

応
の

和
議
が

成
立

し
､

い

わ

ゆ
る

韻

邦

国

家
が

固
定
し

て

し

ま

っ

た

た

め

に
､

近

代
的
国
家
へ

の

脱
皮
が

遅
れ

､

従
っ

て

は

宗
教
的
自
由

の

問
題
が

市
民

的
自
由
の

拡
大
に

裏
打
ち
さ

れ

て

い

な

か
っ

た

の

で

あ

る
｡

そ

れ

に

加
え

て
､

｢

小

型
絶
対

主
義
+

体
制
内
部
に

中
途

半

端
な

寛

容
の

思
想
が

時
と

し
て

加
わ

る

-
-
フ

リ

ー

ド

リ

ヒ

二

世
は

宗
教
の

問
題

に

関
し

て

極
め

て

無
関
心
だ
っ

た

-
-
と

い

っ

た

事
情
も

あ
っ

て
､

こ

と

の

成
り

行
き

を
一

層
複
姓
な

も
の

に

し
て

い

た
｡

結

論
め
い

た

表
現
を

す

れ

ば
､

ド

イ

ツ

に

お

け
る

寛
容
諭
は

､

社
会

的
背
景
か

ら

切

り

離
さ

れ

た

純
粋
に

イ

デ
オ

ロ

ギ

ー

的
な

空
間
の

中
で

展
開
さ

れ

る
の

で

あ

る
｡

(

｢

賢

者
ナ

一

夕

ン

+

の

素

材
や

構
成
に

も

そ

れ

が

明

ら
か

で

あ
る

｡

)

こ

れ

は
､

ド

イ

ツ

啓
蒙
主
義
全
般
の

特
質
で

あ
っ

て
､

寛
容
の

問
題
に

限
ら

な
い

｡

従
っ

て
､

レ

ッ

シ

ン

グ
の

よ

う
な

す
ぐ
れ

た

思
想
家
ほ

､

ド

イ

ツ

の

現
実

を

超
え

て

英
仏
の

同
時
代
の

思
想
に

､

あ

る
い

ほ

過

去
の

す
ぐ

れ

た

遺
産

と

結
合
す

る
こ

と
に

よ
っ

て

の

み
､

正

し
い

方
向
を

見
失
う
危
険
を

回

避

す
る
こ

と

が
で

き

た
の

で

あ
っ

た
｡

勿
論

､

さ

ま

ざ

ま

な

限
界
を

伴
わ

ず

に

は
い

な

か
っ

た
が

､

理

論
的
深
化
が

か

え
っ

て

容

易
に

行
な

わ

れ
る

と

い

っ

た

長
所
を

同
時
に

持
っ

て

い

た
｡

｢

賢
者
ナ

一

夕

ン

+

か

ら

｢

人

類

の

教
育
(

一

七

八

〇
)

+
､

そ

し
て

ヘ

ル

ダ

ー

の

歴
史
哲
学
に

至
る
ド

イ

ツ

啓
蒙
主
義
の

歩
み

ほ
､

そ
の

長
所
を

十
二

分
に

示

し

て

い

る

と

言

え

よ

1

つ
〇

二

一

般
的
に

言
っ

て

寛
容
に

は

二

種
類
の

も
の

が

考
え

ら

れ
る

｡

形
式
的

寛
容
と

内
容
的

寛
容
で

あ

る
｡

前
者
は

単
に

他
の

宗
教

､

宗
教
的
行
為
を

放
置
す

る
こ

と
で

あ

り
､

裏
返
せ

ば
､

信
仰
の

自
由
と

普
通
呼
ば

れ
る

も

の

に

結
合
す
る

｡

内
容
的
寛
容
は

一

歩
進
ん

で
､

他
の

宗
教
を

積
極
的
に

認
容
し

､

自
己
の

宗

教
以

外
に

も

｢

聖
な

る

も

の

と
の

出
会
い

(

G
.

巳
e

苧

一

.⊥

∽

O

E
ロ
g
)

+

の

可
能
性
を

承
認
す

る

こ

と

で

あ

る
｡

政

治

的

社

会

的

背

詔
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景
を

伴
な

わ
ぬ

レ

ッ

シ

ン

グ

の

寛
容
論
の

場
合

､

後
者
の

意

味
で

の

寛
容

論
に

ま

で

進
む
こ

と

ほ

当
然
で

あ

る
｡

形
式
か

ら

内

容
へ

､

そ

し
て

そ

の

内
容
的
寛
容
論
の

理

論
的
根
拠
を

ど

こ

に

求
め

る

か
､

こ

れ

が
レ

ァ

シ

ン

グ

の

最
大
の

関
心

事
だ
っ

た
｡

言
葉
を

代
え

れ

ば
､

宗
教
の

多
様
性
の

承

認
､

単
な

る

漠
然
た

る

承
認
の

段
階
か

ら
､

何
ら

か
の

単
一

性
の

原
理
に

ょ

る

承
認
が

問
題
だ
っ

た
の

で

あ

る
｡

結
果
は

別

と

し

て
､

こ

の

よ

う
な

態
度
ほ

弁
神
論
に

つ

な

が

る

わ

け
だ

か

ら
､

宗
教
香
定
の

思

想
ま
で

容
認

す
る

も
の

で

は

な
い

｡

レ

ア

シ

ン

グ

の

寛
容
論
が

無
神
論
に

対
し
て

限
界

を

持
つ

の

は

当
然
で

あ

る
｡

啓
蒙
主
義
全
般
に

つ

い

て

も

同
じ
こ

と
が

言

レ

リ
+
T

オ

ナ

ト

ウ

ラ

リ

ス

え

る
｡

そ
こ

で
､の
､

多
宗
教
の

積
極
的
容
認
の

原
理

は

｢

自

然

宗

教
+

で

あ
っ

た
｡

つ

ま

り
､

あ

ら

ゆ
る

既
成
宗
教
の

背
後
に

隠
さ

れ

て

い

る

自

然
的
な

理

性
宗
教

､

一

切
の

宗
教
が

そ

の

分
派
も

し

く
は

異
端
で

あ

る

よ

う
な

､

普
遍
的
宗
教
が

単
一

性
の

原
理
と

な

る
｡

こ

の

自
然
宗
教
の

出
発

点
が

､

理

性
と

啓
示
の

関
係
の

考
察
に

あ

る

こ

と

ほ

言
う
ま

で

も

な
い

｡

レ

ア

シ

ン

グ

も

同
じ

ょ

う
に

こ

の

問
題
に

取
り

組
ん

で

い

る
｡

と

同

時

に
､

彼
の

寛
容
論
を

支
え
る

も

う
一

つ

の

原
理
と

し

て
､

極
め

て

倫
理

的

7

マ

ニ

ス

ム

ス

傾
向
の

強
い

｢

人
道
主
義
+

が

あ

る
｡

単
純
に

割
切
っ

て

し

ま

え

ば
､

レ

ッ

シ

ン

グ
の

場
合

､

形
式
的

寛
容
論
と
こ

の

倫
理

的
人

道
主
義
が

､

内
容

的
寛
容
論
と

自
然
宗

教
(

た
だ

し
､

レ

ア

シ

ン

グ

独

自
の

解

釈

に

よ
る

自

然

宗
教
)

と

が

対

応
す
る

｡

更
に

､

前
者
と

｢

賢
者
ナ

一

夕

ン

+

､

後
者

と

｢

人

類
の

教
育
+

が

対

応
す
る

こ

と
に

な
る

の

だ

が
､

も

ち

ろ

ん
､

両

者
は

部
分
的
に

重

な

り

合
っ

て

い

て
､

必

ず
し
も

図

式

的
に

は

行
か

な

い
｡

以

下
､

ご
の

二

つ

の

作
品
に

簡
単
に

触
れ

て
､

レ

γ

シ

ン

グ
の

寛
容

論
を

支
え

る

二

本
の

柱
を

指
摘
し
た

い

と

思
う

｡

三

レ

ッ

シ

ン

グ

ほ

｢

賢
者
ナ

一

夕
ン

+

の

序
文
で

次
の

よ

う
に

述
べ

て

い

る
｡

｢

す
べ

て

の

既
成
宗
教
に

対
す
る

ナ

一

夕
ン

の

考
え

は
､

ず
っ

と

以

前

か

ら

私
自

身
の

も

の

で

あ
っ

た
｡

(

｢
e

悪

ど
叫
¢

≦
1

0

ユ
町

e
-

N

田

倉
W

.

B

P

-
〉

S
.

ヨ
○

)

+

晩
年
の

レ

γ

シ

ン

グ

の

神
学
論
争

-
頑
固
な

正

統
派
信
仰
の

無
理

解

に

対

す
る

闘
争

1
は

焼
烈
を

極
め

､

つ

い

に

彼
ほ

執
筆
を

禁
じ

ら
れ

る

と
こ

ろ

ま
で

追
い

こ

ま
れ

る

の

だ

が
､

こ

の

引
用
で

明
ら

か

な
よ

う
に

､

｢

賢
者
ナ
一

夕
ン

+

は

劇
形
式
に

よ

る

彼
の

反
論
で

あ

り
､

そ

し
て

ユ

ダ

ヤ

商
人
ナ
一

夕
ン

が
､

彼
の

宗
教
観
の

代
弁
者

と

な

る

訳
で

あ

る
｡

さ

て
､

劇
中
で

ナ
一

夕

ン

ほ
､

か

た

く
な

な

聖
堂
騎

士
に

こ

う

語
り

か

け

る
｡

｢

キ
リ

ス

ト

教
徒
だ

の

ユ

ダ

ヤ

教
徒
だ
の

は
､

人

間
で

あ

る

よ

り

先

に
､

キ
リ

ス

ト

教
徒
で

あ

り
ユ

ダ

ヤ

教
徒
で

あ

る
の

で

し
ょ

う
か

?

あ

あ

!

私
が

あ

な

た
の

な

か

に
､

一

個
の

人

間
と

呼
び

さ

え

す
れ

ば

十
分

な

人
を

ま

た
一

人

見
出
し

た
の

な

ら

!

(
i

E
み

J

∽
.

笥
e
+

ナ
一

夕
ン

‖

レ

ッ

シ

ン

グ

の

寛
容
論
の

根
拠
の

一

つ

が
､

こ

の

僅
か

な

言
葉
で

明
確
に

示
さ

れ

て

い

る
｡

宗
教
の

区

別
は

問

題
で

は

な
い

｡

何
よ

り

も

先
ず

､

｢

善
良
な

人
間
+

､

｢

ど

ん

な

国
に

で

も

生

れ

る

善
良
な

人
間
+

が
､

些
細
な
こ

と
で

｢

難
癖
を
つ

け

合
わ

ず
に

仲
良
く

す
る

こ

と
+

が

肝

要
な
の

で

あ

り
､

｢

一

本
の

相
が

､

自
分
ば

か

り

ほ
こ

の

地
か

ら

生

え

た

の

で

は

な
い

な

ど

と
､

思
い

上
っ

た

り

し

な

け

れ

ば

(
-

g
(

r

S
.

宅
h
)

+

∂3 月

禽

1

増

さ

叫
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山
下

付

そ

れ

で

い

い

､

と
い

う
の

で

あ
る

｡

こ

こ

に
､

既
成
宗
教
の

権
威
と
い

う

フ

ラ

イ

枠
に

と

ら

わ

れ

な
い

､

自
由
な

個
人
の

自
覚
が

う
か

が

わ

れ

る
｡

レ

ッ

シ

ン

グ

に

と
っ

て
､

宗
教
と

は

も

は
や

外
面
的
な
も

の

で

は

な

く
､

内
的
な

も
の

､

個
人
が

主
体
的
に

把
え
て

行
く
も
の

と

な

る
｡

と

同
時
に

､

あ
る

い

は

そ

れ

以

上

に
､

教
義
で

は

な

く
愛
の

う
ち
に

こ

そ

宗

教
の

本
質
の

存

レ

ロ
′

〕

T

オ

ソ

･

す
る

こ

と

が

強
調
さ

れ

る
｡

キ

リ

ス

ト

教
に

関
し

て
､

彼
は

､

｢

キ

リ

ス

ク

p

ス

テ

イ

ク

リ

ス

ト

ワ

ッ

ヘ

レ

リ

辛

オ

ン

ト

教
の

宗
教
+

と

｢

キ

リ

ス

ト

教
+

と

は

本
質
的
に

違
う
も
の

で

あ
っ

て

(

旨

芦
}

〓
N

e
､

前
者
は

寛
容
を

要
求
す
る

愛
の

う
ち
に

成
り

立
つ

､

と

彼
は

述
べ

て

い

る

が
､

｢

賢
者
ナ
一

夕
ン

+

に

お
い

て

も
こ

う

し

た

人

道
主
義
的
立

場
の

方
が

強
く

前
面
に

出
て

来
る

｡

第
三

幕
七

場
の

有
名
な

ワ

ソ

〆
･

メ

ラ

ー
ベ

ル

｢

指
輪
の

寓
話
+

で
､

三

人
の

息
子
た

ち
(

三
つ

の

宗
教
)

を

前
に

､

裁

判
官
は

次
の

よ

う
に

言
う

｡

｢

さ

あ
､

み
ん

な

そ

れ

ぞ
れ

に
､

先
入

観
に

と

ら

わ

れ

な
い

､

清
ら
か

な

愛
を

求
め

て

励
む

が
よ

い
｡

自
分
の

指
輪
の

宝

石
の

カ
を

発
揮
す
る

よ

う
､

み

ん

な

で

競
い

合
う
が

い

い

｡

そ
の

力
を

､

寛
大
と
か

､

心
か

ら

の

強
調
と

か
､

善
行
と
か

､

衷
心
か

ら

の

神
へ

の

帰
依
と
か

を

も
っ

て
､

助

け

る

よ

う
に

努
め

る
の

だ
｡

そ

の

宝

石
の

カ
が

､

も

し

も
お

ま
え

た

ち

の

子

孫
の

代
に

あ

ら

わ

れ
た

ら
､

わ

し

ほ
､

幾
千
年
も
の

後
に

ふ

た

た

び

お

ま

え

た

ち

が
､

こ

の

裁
判
官
席
の

前
に

立
つ

よ

う
に

す
す
め
る

｡

そ
の

時

に

は
､

わ

し

よ

り

も

賢
い

男
が

坐
っ

て

い

て
､

判
決
を

下
す
で

あ

ろ

う
｡

(
-

E
a

J

S
.

冨
山

)

+

理

性
の

名
の

も

と
に

既
成
宗
教
の

不

合
理
･

非
寛
容
が

非
難
さ

れ

る
の

で

は

な

く
､

む

し

ろ
､

宗
教
の

本

質
を

人

類
愛
の

実
践
と

い

う
人

道
主
義

的
な

立
場
で

と

ら
え

た

と
い

う
こ

と
､

理

性
に

よ

る

宗
教
の

解
体
で

ほ

な

く
､

宗
教
の

本
質
的
な

も

の

を

救
い

出
そ

う
と

す
る

態
度
が

う
か

が

わ

れ

る

と
い

う
こ

と
､

こ

れ

が
レ

ッ

シ

ン

グ
の

寛
容
論
の

第
一

の

特
徴
で

あ
っ

た
｡

そ

し
て

､

こ

れ

が

第
二

の

も
の

へ

の

道
を

可
能
に

し
た

｡

宗
教
の

本

質
を

救
い

出
そ

う
と

す
る

態
度
は

､

必

然
的
に

個
々

の

宗
教
の

本
渡
的
な

姿
を

求
め

る

歴
史
的
考
察
を

伴
な
い

､

啓
示
と

理

性
の

対

立
を

流
動
的
に

把
握
す
る

こ

と

を

可
能
に

し

た
の

で

あ
る

｡

こ

の
､

一

見
し

て

消
極
的
な

宗
教
観
が

､

実
ほ

啓
蒙
主
義
に

お

け

る

哲
学
と

神
学
の

論
争
に

終
止

符
を

打
ち

､

新
し
い

分
野
を

開
拓
す
る

転
機
と

な

る
｡

四

レ

y

シ

ン

グ

の

晩
年
の

論
争
の

直
接
の

相
手
が

､

ゲ
ー

ツ
ェ

に

代
表
さ

れ

る
正

統
派
信
仰
で

あ

る
こ

と

は

前
に

触
れ

た
｡

レ

タ

シ

ン

グ

は

｢

反
ゲ

ー

ツ

ェ

論
+

と

｢

賢
者
ナ
一

夕
ン

+

に

よ
っ

て
､

こ

れ

に
一

撃
を

加
え
た

の

で

あ
っ

た

が
､

彼
ほ

同
時
に

､

も

う
一

つ

の

敵
を

感
じ

て

い

た
｡

彼
ほ

弟
に

あ

て

た

手

紙
の

中
で

次
の

よ

う
に

述
べ

て

い

る
｡

｢

正

統
派
に

関
し

て

は
､

あ
り

が

た

い

こ

と

に
､

か

な

り
の

と

こ

ろ
ま

で

や
っ

た
｡

正

統
派
と

哲
学
と

の

間
に

ほ

壁
が
で

き
､

そ
の

内
側
で

､

そ

れ

ぞ

れ

が

他
を

妨
げ

る
こ

と

な

く

各
々

の

遣
を

歩
む

こ

と

が

で

き

た

の

だ
｡

と
こ

ろ

が

今
､

何
が

な
さ

れ

よ

う
と

し

て

い

る
の

か
｡

こ

の

壁
を

引

き

倒
し

､

わ

れ

わ

れ

を

理

性
的
キ

リ
ス

ト

教
徒
に

す
る
と

い

う
口

実
の

も

と

に
､

最
高
に

非
理

性
的
な

哲
学
者
に

す
る
の

だ
｡

お

願
い

だ
､

こ

の

点

に

正

確
に

焦
点
を

し
ぼ

り
､

新
し
い

哲
学
者
た

ち
が

投
げ

捨
て

た

も
の

よ

り

も
､

そ
の

代
り

に

据
え

よ

う
と

し

て

い

る

も
の

に

注
目

し

て

欲
し
い

の

だ
｡

古
い

宗
教
体
系
が

誤
り

だ

と
い

う
こ

と
に

つ

い

て

ほ
､

わ

れ

わ

れ
の

湖
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意
見
は

一

致
し

て

い

る
の

だ
が

｡

(

一

七

七

四
､

二
､

二
)

レ

ッ

シ

ン

グ

が
こ

こ

で

批
判
し
て

い

る

の

は
､

ド

イ

ツ

に

お

け
る

神
学

主
T

オ

p

ギ

1

的
革
新
者
た

ち
､

｢

新
教
義
沢
+

の

名
で

呼
ば

れ

る
一

派

で

あ

る
｡

レ

ッ

シ

ン

グ
の

場
合
と

同
じ

く
､

彼
ら
も

ま

た

啓
示

宗
教
と

理

性
と
の

関
係
を

明
ら
か

に

す
べ

く
､

こ

の

間
題
に

取
り

組
む

｡

彼
ら

は
､

啓
示
宗
教
に

含

ま
れ

る

反
理

性
的

性
格
を

､

教
義
史
の

研
究
を

通
じ

て

次
々

に

除
去
し

､

つ

い

に

は
､

啓
示
は

人
間
の

理

性
認
識
に

な

ん

ら

新
し
い

も
の

を

付
加
し

な

か

っ

た
､

と

し

て

啓
示
の

概
念
そ

の

も
の

を

否
定
す

る
に

至
る

｡

し

か

し
､

レ

ア

シ

ン

グ

は

彼
ら
の

せ
っ

か

ち
な

合
理

主
義
に

組
し

な
か

っ

た
｡

中
途
ま

で

は

同
じ

道
を

歩
む
の

だ

が
､

彼
ら
の

批
判
の

武
器
で

あ

る

普
遍

的
理

性
､

彼
ら
が

到
達
し
た

理

性
宗
教
と
い

う
抽
象
的
理

念
に

､

彼
は

素

直
に

つ

い

て

行
け

な
か

っ

た

の

で

あ

る
｡

レ

ッ

シ

ン

グ

の

す
ぐ
れ

た

歴
史

感
覚
が

､

そ

れ

を

彼
に

許
さ

な

か
っ

た

と

言
え

よ

う
｡

ま
た

､

当
時
の

ド

イ

ツ

の

状
況
か

ら

し
て

も
､

啓
示

宗
教
の

も
つ

教
化
的
役
割
を

単
純
に

放

棄
す
る
こ

と

は

危
険
だ
っ

た
｡

同
じ

手
紙
の

中
で

､

レ

ア

シ

ン

グ

は

更
に

次
の

よ

う

に

書
い

て

い

る
｡

｢

も

う
と
っ

く
に

使
用
に

堪
え

ぬ

も

の

と

な
っ

た

汚
れ
た

水
を

､

私
ほ

捨
て

ず
に

と
っ

て

お

こ

う
と

は

思
わ

な
い

｡

た

だ
､

ど
こ

か

ら

浄
い

水
を

得
る

か

が

分
ら
ぬ

う
ち
に

､

そ

の

水
を

流
し

て

し

ま

い

た

く

な

い

だ

け

だ
｡

後
で

､

肥
溜
め
の

中
で

赤
ん

坊
に

産
湯
を
つ

か

う
こ

と
に

な
る

か

も

知
れ

な
い

と
い

う
の

に
､

何
滴

考
え

ず
に

そ
の

水
を

流
す
こ

と
に

反
対
な

の

だ
｡

わ

れ

ら
が

最
新
流
行
の

神
学
と

正

統
派
と
の

関
係
は

､

肥
溜
め

と

汚
れ

た

水
の

関
係
と

､

ど

れ

ほ
ど

違
っ

て

い

る

と
い

う
の

か
｡

+

か

く
し

て
､

レ

ッ

シ

ン

グ

は

啓
示

宗
教
と

理

性
宗
教
と
の

間
に

､

い

わ

ば

第
三

の

道
を

､

｢

浄
ら

か

な

水
+

を

求
め

る

た

め
の

道
を

自

ら

切

り

開

誕3

く

必

要
に

迫
ら

れ

る

わ

け
で

あ
る

｡

彼
は

､

一

方
で

宗
教
の

歴
史
的
現
実

性
を

､

時
間

･

空

間
的
な

存
在
を

認
め

､

他
方

､

宗
教
の

普
遍
的

･

理

性

的
性
格
を

も
､

積
極
的
に

承
認
せ
ね

ば

な

ら

な
い

｡

個
別
的

二
回

的
な

啓
示
の

真
理

と
､

永
遠
に

し
て

普
遍
的
な

理

性
真
理

と
の

融
合
を
は

か

ら

ね

ば

な

ら

な
い

こ

と
に

な
る

｡

｢

人
類
の

教
育
+

に

展
開
さ
れ

る

思
想
は

､

こ

の

難
問
に

対

す

る
レ

ッ

シ

ン

グ

の

解
答
で

あ

る
｡

彼
は
こ

こ

で
､

宗
教

的
啓
示

を

人

類
の

教
育
の

手
段
と

見
な

し
､

人

間
理

性
の

発
展
段
階
と

旧

約
･

新
約
の

啓
示

を

対

応
さ

せ

る
｡

正

統
派
的
信
仰
に

と
っ

て

は

永
遠
の

真
理

で

あ

る

啓
示

も
､

ま
た

｢

新
教
義
派
+

の

武
器
で

あ
っ

た

普
遍
的
理

性
も

､

共
に

歴
史
的
生

成
の

流
れ
の

中
に

身
を

任
せ

る

こ

と

に

な

る
の

で

あ

る
｡

｢

啓
示
が

行
な
わ

れ

た
と

き
､

そ

れ

は

も

ち

ろ
ん

理

性
に

と
っ

て

の

真

理

で

は

な
か

っ

た
｡

し
か

し
､

啓
示
は

行
な

わ

れ
､

そ

し
て

理

性
に

と
っ

て

の

真
理
に

な
っ

た

の

で

あ

る
｡

そ

れ

は
､

い

わ
ば

算
数
の

教
師
が

生

徒

た

ち

に

予
め

示

す
計
算
の

答
の

よ

う
な

も
の

で
､

生

徒
た

ち

ほ

後
で

計
算

し
､

い

く

ら
か

訂
正

す
る
こ

と

も

あ

り

得
る

｡

も
し

､

予
め

示
さ

れ

た

答

に

満
足
だ

と

す
る

と
､

彼
ら

は

計
算
の

仕
方
を

覚
え

な
い

で

あ

ろ

う
し

､

彼
ら
の

作
業
に

導
き

の

糸
を

与
え

た

す
ぐ

れ

た

教
師
の

意
図
は

､

十
分
に

満
た

さ

れ
ぬ

こ

と
に

な

る
｡

(
-

E
干

せ
P

-
)

S
･

-

O

N

e
J

｢

啓
示

真
理

か

ら

理

性
真
理
へ

+

と
い

う
彼
の

公

式
は

､

啓
蒙
主
義
の

自
然
宗
教
と

は

対

照
的
な

歩
み

を

意
味
し

て

い

る
｡

根
薮
的
な

自
然
宗
教

=

理

性
宗
教
と
い

う
普
遍
的
な

も
の

か

ら
､

歴
史
上
の

諸
宗
教
と
い

う

特

殊
形
式

､

つ

ま

り

非
理

性
的
な

退
化
し
た

宗
教
に

向
う
の

で

は

な

く
て

､

鍵

l)
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錦

紳

¢

､仙
叩

〟逆
に

､

未
来
に

あ

る

埋

性
宗
教
に

向

う
と

さ

れ

る

か

ら

で

あ

る
か

そ

の

免

展
の

過
程
が

｢

完
成
の

時
代
(

岩
訂
r

-

∽
.

-

○
い

○

)

+

へ

の

道
程
で

あ

る

以

7

ア

ー

ツ

イ

ツ

上
､

宗
教
の

持
つ

歴
史
的
な

特
殊
形
式
は

､

多
少
誤
り
の

あ

る

｢

計

算
+

で

あ

ろ

う
と

も
､

究
極
の

目
標
達
成
に

は

十
分
そ
の

役
割
り
を

果
し

て

い

る
こ

と

に

な

る
｡

レ

ア

シ

ン

グ

の

こ

の

最
後
の

段
階
に

ほ
､

宗
教
哲

学
的
な

ヴ
ェ

ー

ル

を

被
っ

て

は
い

る

も
の

の
､

す
で

に

啓

蒙
主
義
を

超
え

た

新
し
い

時
代
の

息
吹
き

が

感
ぜ

ら

れ
る

｡

さ

て
､

こ

の

よ

う
な

発
展
の

イ

デ

ー

が
､

宗
教

的
寛
容
に

通
ず
る

も
の

で

あ

る
こ

と

ほ
い

う
ま
で

も

な
い

｡

歴
史
上

の

個
々

の

宗
教
は

､

前
に

述

べ

た

よ

う
に

必

要
な

も
の

で

あ
っ

た
｡

し

か

し
､

そ

れ

は

同
時
に

､

歴
史

的
に

相
対

化
さ

れ

る
｡

個
々

の

宗
教
は

相
対

的
な

意
義
と

限
ら

れ

た

時
間

を

も
つ

も
の

に

過
ぎ

な

く

な
る

か

ら

で

あ

る
｡

キ

リ
ス

ト

教
も

ま
た

､

決

し

て

人
類
発
展
の

最
終
段
階
に

対

応
す
る

も

の

で

は

な

い

の

だ

か

ら
｡

｢

賢
者
ナ
一

夕
ン

+

に

力
強
く

表
現
さ

れ

た

人
道
主

義
的
寛
容
論

､

こ

こ

に

展
開
さ

れ

た

彼
の

宗
教
哲
学
の

総
決
算
か

ら

必

然
的
に

帰
結
す
る

寛
容

論
､

い

ず
れ

も
い

わ

ば

社
会
的
背
景
を

欠
い

て

理

念
的
把
握
に

止
ま

ら

ざ

る

を

得
な

か
ゥ

た

と

は
い

え
､

啓
蒙
主
義
に

お

け

る

寛
容

論
の

最
高
の

段

階
に

辿
り
つ

い

て

い

る
の

で

あ
る

｡

主
な
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要
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叶

E
-

O

F
村
e

岩

戸

内
】

畠
巴
打

註
デ
ィ

ド
ロ

を

は

じ

め

と

す
る

フ

ラ

ン

ス

啓

蒙
主

義
と
の

関
係

､

ま

た
､

ス

ピ

ノ

ザ

や
ラ

イ

プ

ニ

ッ

ツ

の

思

想
の

影

響
に

つ

い

て

の

考
察

は

別
の

機
会
に

譲

り
た

い

と

思

う
｡

本

論
で

は
レ

ア

シ

ン

グ
の

寛
容

諭
の

根
拠
を

指
摘

す
る

に

と

ど

め
た

｡

(

一

橋
大

学

非
常

勤
講
師
)




