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ベ
ル
ジ
ャ
ー
エ
フ
に
お
け
る

西
欧
的
原
理
と
ロ
シ
ア
的
原
理

表

題

が
示

す
非

常

な
大

き

さ

は

、
こ

の

ロ

シ
ア

の

哲
学

者

の

特

徴
で

あ

る

。

こ

の
こ

と

は

よ

く

知
ら

れ

て
い

る

。
し

か

し

、

そ

の
大

き

さ

の

な

か
で

と
き

に

自

由

に
飛

躍

す

る
神

秘

的

、
宗

教

的

な
理

念

が

、

ど

の

よ

う

な

哲
学

的

理

論

に
裏

づ

け
ら

れ

て

い

る

か

、

ど

の
よ

う

な
西

欧

哲
学

批

判

を

根

拠

に

も

っ

て

い

る

か

に

つ

い

て

は

、

必

ず

し

も

充
分

に

知

ら

れ

て

は

い

な

い

。

本

稿

は

ド

イ

ツ

哲

学

史

論

を
中

心

に

い

く

つ

か

の

関

係

事

項

を

取

り

上

げ

、

思

想

全

体

に
反

映

す

る

哲

学

的

立

脚

点

を

捉

え

よ

う

と

す

る

も

の

で

あ

る

。

一

「
長

年

の

流

謫

生

活

を

送

っ
た

の

ち

に

、

私

は

私

が
生

粋

の

ロ

シ
ア

だ
け

の

思
想

家

で

あ

る

よ

り

も

、

ま

す

ま

す
西

欧

の

思

想

家

に

な

っ

た
こ

と

を
観

察

し

た

」

と

自

ら

述

懐

し

な

け

れ

ぱ

な

ら

な

か

っ
た

よ

う

に
、

Ｎ

・
Ａ

・

ベ

ル

ジ

ャ

ー

エ

フ

（
１
８
７
４
-
１
９
４
８
）
は
西

欧

で

は

あ

ま

り

に

ロ

シ
ア

的

で

あ

り

、

寺
　
田
　
ひ
ろ
子

ロ
シ
ア
で
は
あ
ま
り
に
西
欧
的
な
思
索
家
で
あ
っ
た
。
そ
れ
だ
け
に
ロ
シ
ア

の
精
神
的
生
命
と
西
欧
の
そ
れ
と
の
綜
合
の
必
要
を
説
い
て
、
今
世
紀
の
は

じ
め
に
新
し
い
時
代
の
先
駆
者
と
な
り
え
た
。
ロ
シ
ア
的
神
秘
主
義
の
人
と

し
て
西
欧
で
は
早
く
か
ら
名
を
知
ら
れ
た
が
、
そ
の
神
秘
思
想
が
起
因
す
る

と
こ
ろ
は
、
ロ
シ
ア
的
終
末
観
を
基
調
と
す
る
宗
教
的
な
歴
史
哲
学
に
あ
っ

た
。
独
自
の

″
キ
リ
ス
ト
教
的
精
神
世
界
″
の
構
想
は
、
西
欧
文
化
の
終
焉

を
告
げ
る
歴
史
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
と
深
く
結
合
し
て
い
る
。
こ
こ
に
、

″
西

欧
的
原
理
と
ロ
シ
ア
的
原
理
″
と
を
綜
合
す
る
と
い
う
大
展
望
が
開
け
る
。

ベ
ル
ジ
ャ
ー
エ
フ
の
理
論
が
も
つ
綜
合
の
力
は
き
わ
め
て
大
き
い
。
い
ま
、

そ
の
大
き
さ
の
秘
密
を
厖
大
な
量
に
の
ぼ
る
文
献
心
配

か
ら
推
察
す
る
な
ら

ば
、
以
下
に
示
す
よ
う
な
主
と
し
て
六
つ
に
大
別
で
き
る
思
想
系
列
を
継
承

し
、
自
ら
の
内
に
融
和
さ
せ
る
す
ぐ
れ
た
能
力
を
見
い
出
す
こ
と
が
で
き
る

ま
ず
伝
統
的
な
ロ
シ
ア
思
想
の
系
譜
に
お
い
て
、



1
　
ド
ス
ト
エ
ー
フ
ス
キ
イ
や
ト
ル
ス
ト
イ
と
い
っ
た
ロ
シ
ア
人
作
家
が
好

ん
で
描

く
と
こ
ろ
の
ロ

シ
ア

精
神
の
継
承
。

2
　
ロ
シ
ア
思
想
史
上
独
特
の
個
性
を
も
つ
十
九
世
紀
問
題
の
す
べ
て
か
ら

影
響
を
受
け
て

い
る
。

次
に
西

欧
思
想

の
系

譜
に
お
い
て

。

3
　
中
世
の
神
学
、
宗
教
哲
学
か
ら
特
に
オ
リ
ゲ
ネ
ス
、
二
ッ
サ
の
グ
レ
ゴ

リ
ウ

ス
な
ど
に
傾
倒
。

4
　
ド
イ
ツ
哲
学
一
般
に
関
す
る
知
識
を
も
ち
。
特
に
2
と
の
関
係
で
カ
ン

卜
、

ヘ
ー
ゲ

ル
を
は
じ
め
と
す
る
ド
イ
ツ
観

念
論

を
理
解
す

る
。

5
　
実
存
哲
学
に
対
す
る
共
鳴
と
批
判
、
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
、
ニ
ー
チ
ェ
と
い

う
先
駆
者
を
評
価
し
、
同
時
代
の
ヤ
ス
パ
ー
ス
、
マ
ル
セ
ル
、
ハ
イ
デ
ッ

ガ
ー
等

か
ら

は
自
ら

の
立
場

を
区

別
す
る
。

6
　
社
会
改
革
思
想
、
社
会
主
義
思
想
か
ら
の
影
響
。
特
に
マ
ル
キ
シ
ズ
ム

と
の
関
係

は
ベ
ル
ジ
ャ
ー
エ
フ

の
生
涯

に
お
い
て

決
定
的
で
あ

っ
た
。

以
上

は
便
宜
的

な
分

類
で

あ
っ
て

、
他

に
も
ま
だ
ま
だ
指
摘

さ
れ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
事

項

が
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

ベ
ル
ジ
ャ
ー
エ
フ

は

ま
こ
と
に
広
汎

な
思
想
領
域

を
も

っ
て
い

る
。
一
部

は
日
本

で
も
す
で
に
今

次
大
戦
以
前

か
ら
紹
介

さ
れ
。
主
著
も
数
多
く
訳
出

さ
れ
た
と
聞
く
が
、
今

日
そ
の
ほ
と

ん
ど
は
絶
版
状
態
で
あ
り
、
詳
細
は
不
明
で

あ
る
。
し
か
し
、

通
例
は
専
ら
1
と
6
の
傾
向
に
お
い
て
評
価
さ
れ
て
き
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

二

一
-
4
、
ベ
ル
ジ
ャ
ー
エ
フ
流
の
ド
イ
ツ
哲
学
史
に
対
す
る
解
釈
は
、
さ

し
あ
た
り
『
神
と
人
間

の
実
存
的
弁
証
法

』
第
二

章
「

ド
イ
ツ
的
思
惟
に
お

け
る
神
的

な
も

の
と
人
間
的

な
も

の
の
弁
証
法
、

ニ
ー
チ

ェ
の
意
味
、
三

位

一
体
論
の
弁
証
法
」
に
特
徴
が
出
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
こ
で
は
マ

イ
ス
タ
ー
・
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
か
ら
ニ
ー
チ
ェ
ま
で
の
「
ド
イ
ツ
的
思
惟
の
運

命
」

が
、
非
常
に
縮
小

さ
れ
て
三
幕
か
ら
成
る
劇
に
喩
え
ら
れ
て
い
る
。
主

眼
点
は
「

神
的
な
も
の

と
人
間
的
な
も
の
と
の
実
存
的
な
関
係
」
で
あ
る
。

要

約
し
て
み
る
と

、
ま

ず
第
一
幕
は
「

ド
イ
ツ
神
秘
主
義
と
ル

タ

ー

の

意

味
」
と
題
さ
れ
、
最
初
に
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
の
万
有
神
論
を
取
り
上
げ
、
神
の

神

格

の
理
念
に
注
目
す
る

が
、
彼
の
誤

謬
は
人
間

と
神

と
の
関
係
に
係
わ

る
一
元
論

を
肯
定
し
て
し
ま

っ
た
こ
と
に
あ
る
と
い

う
。
し
か
し
、
の
ち
の

ル
タ
ー
で

は
じ
め
て
「

神
と
人
間

の
実
存
的
弁
証
法
」

は
大
い
に
展
開
し
た

と
み

る
。
続
く
第
二

幕
は
「
理
想
主
義

ド
イ
ツ
哲
学
」
で
あ

る
。

ド
イ
ツ
理

想
主

義
の
著
し
い
発
展
で
あ
っ
た
こ
こ
で

の
主
役

は
、
本
来

な
ら

ば
フ
ィ
ヒ

テ

、
ヘ
ー
ゲ
ル
、
部

分
的
に
は

シ
ェ
リ

ン
グ
を
も
含
む
と
い
う
十
九
世
紀
の

諸

々
の
理
想
主
義
者

で
あ
る
が
、
ベ
ル
ジ
ャ
ー
エ
フ
は
む
し
ろ
彼
ら
に
お
け

る

ヤ
コ
ブ
・

ペ
ー
メ
の
影

響
を
こ
そ
重
視
す
る
。
非
常
な
独
創
性
に
よ
っ
て

ギ
リ
シ
ア
お
よ
び
中
世
の
哲
学
か
ら
ド
イ
ツ
哲
学
を
独
立
さ
せ
た
と
い
う
の

が
そ
の
理
由
で
あ

る
。
そ
の
際
、
普
通
に
い
わ
れ
て
い

る
よ
り
「
神
の
人
性

と
人
間
の
神
性
の
問
題
に
つ
い
て

ベ
ー
メ
は
フ

ィ
ヒ
テ
や

ヘ
ー
ゲ
ル
よ
り
も

キ
リ
ス
ト
教
的
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
一
元
論
的
傾
向
も
少
な
い
」
こ
と
に

留

意
す

べ
き
で
あ
る
。
で
あ
れ
ば
、
こ

の
問
題
の
本
当
の
意
味
は
第
一
幕
で



神

と

人

間

と

の

実

存

的

弁

証

法

を

展

開

し

た

ル

タ

ー

と

の

連

関

で

捉

え

ら

れ

ね
ば
な
ら
な
い
と
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
し
ば
し
ば
、
特
に
一
-
2
、
前
世
紀

ロ
シ
ア
で
は
「
哲
学
的
理
想
主
義
の
父
権
は
ル
タ
ー
に
帰
す
べ
き
で
あ
り
、

新

教

の

土

合

の

上

に

ド

イ

ツ

哲

学

は

そ

の

発

展

を

な

し

た

」

と

い

わ

れ

て

き

た

。

し

か

し

ル

タ

ー

が

理

解

し

て

い

た

理

性

と

彼

ら

理

想

主

義

者

が

栄

光

を

与

え

た

理

性

と

は

同

じ

も

の

で

は

な

か

っ

た

。

例

え

ば

「

ヘ

ー

ゲ

ル

が

眼

前

に

懐

い

て

い

た

理

性

は

、

い

わ

ぱ

ル

タ

ー

が

恩

恵

の

も

と

で

理

解

し

て

い

た

も

の

に

符

号

す

る

」

と

い

う

認

識

上

の

逆

転

に

こ

そ

わ

れ

わ

れ

は

注

意

を

向

け

る

べ
き

な

の

で

あ

る

と

。

そ

う

し

た

ド

イ

ツ

哲

学

の

絶

頂

期

に

お

け

る

逆

転

の

終

結

は

、

次

の

時

代

に

さ

ら

に

一

転

し

て

反

対

側

に

転

落

す

る

こ

と

を

脅

か

さ

れ

た

。

つ

ま

り

神

的

な

も

の

に

対

す

る

人

間

的

な

も

の

の

反

作

用

を

呼

び

起

し

た

の

で

あ

る

。

そ

れ

が

第

三

幕

の

幕

開

け

と

な

る

。

ま

ず

は

じ

め

に
「
宗
教
の
秘
密
は
人
間
学
の
秘
密
で
あ
る
」
と
し
た
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ

が
、
次
に
こ
の
立
場
で
も
っ
と
首
尾
一
貫
し
て
い
た
マ
ッ
ク
ス
・
シ
ュ
テ
ィ

ル

ナ

ー

が

現

わ

れ

、

遂

に

マ

ル

ク

ス

と

ニ

ー

チ

ェ

と

い

う

対

照

的

な

思

想

家

が

現

わ

れ

た

。

ベ

ル

ジ

ャ

ー

エ

フ

に

よ

れ

ば

こ

こ

で

の

一

番

の

功

労

者

は

二

ー
チ
ェ
で
あ
り
、
ド
イ
ツ
的
思
惟
の
運
命
に
お
け
る
「
ニ
ー
チ
ェ
の
意
味
」

は
重
大
で
あ
る
。
神
と
ま
さ
に
同
様
に
人
間
の
終
末
を
意
味
す
る
二
ー
チ
ェ

の

啓

示

は

、

第

一

幕

の

古

い

ド

イ

ツ

神

秘

主

義

に

ま

で

溯

る

こ

と

が

で

き

、

そ

れ

は

ま

た

、

ル

タ

ー

的

な

意

味

で

の
「

キ

リ

ス

ト

教

的

人

間

の

一

つ

の

道

」

を

現

わ

し

て

も

い

る

か

ら

で

あ

る

。

そ

の

上

で

「

ヒ

ュ

ー

マ

ニ

ズ

ム

の

弁

証

法

」

の

最

後

段

階

を

具

体

化

し

よ

う

と

す

る

作

業

は

、

神

と

人

間

と

の

実

存

的

関

係

の

完

成

の

た

め

に

必

須

な

前

提

を

用

意

し

た

こ

と

に

な

る

と

。

ド

イ

ツ

的

思

惟

の

運

命

を

三

幕

も

の

の

劇

に

喩

え

、

以

上

の

よ

う

な

ニ

ー

チ

ェ

解

釈

を

導

き

だ

す

と

き

、

べ

ル

ジ

ャ

ー

エ

フ

の

捉

え

る

ド

イ

ツ

哲

学

の

特

殊

さ

と

は

何

で

あ

っ

た

か

。

そ

し

て

そ

の

特

殊

な

形

而

上

学

的

気

質

か

ら

生

じ

る

「

精

神

の

一

種

の

病

的

結

果

」

は

、

現

代

哲

学

の

状

況

に

ど

う

影

響

し

て

い

る

と

考

え

る

か

。

一

、

そ

れ

は

ま

ず

か

つ

て

の

ド

イ

ツ

形

而

上

学

の

ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
期
で
は
、
「
神
的
性
質
お
よ
び
人
間
的
性
質
と
い
う
二
性
質

の
融
合
に
あ
る
神
秘
と
い
う
も
の
を
認
識
し
よ
う
と
す
る
非
常
な
困
難
」
と

し

て

現

わ

れ

た

。

二

、

そ

の

困

難

は

、

近

代

以

降

で

は

神

と

人

間

と

の

全

く

の

分

裂

状

態

の

な

か

で

「

人

間

の

神

秘

」

を

知

ろ

う

と

す

る

さ

ら

に

別

の

困

難

に

突

き

当

っ

て

い

る

。

端

的

に

い

え

ば

ベ

ル

ジ

ャ

ー

エ

フ

は

こ

の

一

と

二

の

診

断

に

従

っ

て

、
神

的

な

も

の

と

人

間

的

な

も

の

の

弁

証

法

に

は

「

存

在

の

深

淵

に

お

い

て

神

的

三

位

一

体

論

の

実

存

的

弁

証

法

が

反

映

し

て

い

る

」

と

い

う

確

信

に

達

し

て

い

る

。

神

と

受

肉

の

キ

リ

ス

ト

と

、

そ

の

媒

介

で

あ

る

第

三

者

聖

霊

の

実

存

的

構

造

は

、

こ

の

ド

イ

ツ

的

思

惟

に

あ

っ

て

も

根

本

構

造

と

し

て

あ

れ

こ

れ

の

推

移

を

進

展

さ

せ

て

き

た

と

理

解

す

る

。

こ

の

理

解

の
上
に
立
て
ば
、
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
や
ド
イ
ツ
神
秘
主
義
に
よ
っ
て
基
礎
づ
け

ら

れ

た

「

神

格

」

と

「

神

」

の

区

別

は

、

非

常

に

重

要

な

も

の

で

あ

っ

た

。

「
否
定
神
学
」
―
「
神
秘
神
学
」
に
端
を
発
す
る
こ
の
区
別
の
根
拠
は
、

客

体

に

で

は

な

く

人

間

実

存

の

主

体

に

あ

っ

た

か

ら

で

あ

る

。

神

格

は

表

現

し

が

た

い

神

秘

で

あ

り

、

人

間

と

世

界

に

自

ら

を

啓

示

し

た

神

は

一

元

的

絶

対

神

で

は

な

か

っ

た

。

本

来

は

三

位

一

体

の

神

秘

が

存

在

し

た

は

ず

で

あ

る

。



し
た
が

っ
て
第
二
幕
の

ヘ
ー
ゲ
ル
に
つ
い
て
い
え

ば
、
彼

は
三
位
一
体
論

を

あ
ら

ゆ
る
宗
教
的
意
味
の
欠
け
て
い
る
純
粋
に
哲
学
的
三
一
説

に
置
き
換
え

た
と
い
わ
れ
る
が
、
「
へ
ー
ゲ
ル
は
彼
の
三
一
説
を
キ
リ
ス
ト
教
的
経
験
か

ら
借
用

し
て
こ
れ
に
哲
学
的
表
現
を
与
え
た
と
い

っ
た
方

が
正

し
い
」

の
で

あ
る
。
ま
た
第
三
幕
の
フ
ォ
イ
ェ
ル
バ
ッ
ハ
に
つ
い
て
い
え
ば
。
人
間
が
人

間
固
有

の
高

貴
な
性
質
を
神
の
名
義
に
書
き
換
え
た

の
だ
と
い

う
が
、
そ
れ

は
神
否

定
の
論
証
と
は
な
ら
な
い
。
彼
は
む
し
ろ
「
神

と
人
間

と
の
間

に
は

同
一

の
標
準
で
測
り
う

る
も
の

が
あ
る
」
こ
と

を
率
直

に
認

め
る
べ
き
で
あ

っ
た
。
し
か
も
そ
の
「

人
間

」
と
い
う
の
は
自
然
的
な
社
会
的

な
人
間
と
し

て
で

は
な
く

、
自
由
な
「
精

神
」
で

あ
る
限
り

の
人

間
と
し
て
で
あ
る
。

三

ド
イ
ツ
的

思
惟
は
精
神
的

岩
礁
に
乗
り
上

げ
て
い
る
。
そ
の
な
か
で
ニ
ー

チ

ェ
は
神
的

な
も
の
と
人
間

的
な
も
の
の
弁

証
法

を
積
極
的
に
展
開

さ
せ
た

貴
重

な
例
で

あ
る
、
と
み

る

ベ
ル
ジ
ャ
ー
エ
フ

は
ま
さ
に
こ
の
功
績
に
よ
っ

て
ニ
ー
チ
ェ
を
実
存
哲
学
の
先
駆
者
で
あ
る
と
認
め
る
。
ニ
ー
チ
ェ
よ
り
先

に
出

た
キ
ル
ケ

ゴ
ー
ル
の
場

合
も
同
様

の
見
地

で
み

て
い
る
。
キ
ル
ケ

ゴ
ー

ル
自
身
は
キ
リ
ス
ト
教
的
経
験
を
も
っ
て
い
た
。
し
か
し
そ
の
経
験
は
ド
イ

ツ
人
で

な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、「
神
的

な
も
の
と
人
間

的
な
も
の
と

の

間

の
決

裂
を
感
じ
、
か
つ
自
分

を
神
か
ら
見
捨
て

ら
れ
た
も
の
と
み

る
分

裂
に

悩
む
」
と
い
う
ド
イ
ツ
的
思
惟
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
て
い
る
と
。
そ
し
て
ベ

ル
ジ
ャ
ー
エ
フ

自
身
は
自
ら
を
「
近
頃
実
存

哲
学

と
呼

ば
れ
て
い
る
哲
学

の

タ
イ

プ
に
属
す

る
」
と
明
言

す
る
。

し
か
し
そ
の
際
、「
私

が
実
存
主
義
的

哲
学
者
と
み
な
す
も
の
は
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
と
ニ
ー
チ
ェ
で
あ
り
、
ハ
イ
デ
ッ

ガ
ー
や
ヤ
ス
パ
ー
ス
で
は
な
い
」
と
い
う
の
で
あ
る
か
ら
、
一
-
5
を
確
認

す

る
た
め
に
も
同
時
代
の
他
の
実
存
哲
学

の
人

々
と
の
位
置
関
係
を
一
応
整

理
し
て
み

な
く
て
は
な

る
ま
い
。

同
じ

″
実
存
″

を
標
榜
す
る
哲
学

の
な
か
で
も
、
い

わ
ゆ
る
存
在
論
を
構

成
す
る
一
派
に
は
終
生
な
じ
め
な
か
っ
た
こ
と

は
、

ベ
ル
ジ
ャ
ー
エ
フ
自
身

が
認
め
て
い
る
。
例
え
ば
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
場
合
、
問
題
提
起
に
キ
ル
ケ
ゴ

ー
ル
を
受
け
て
い
る
と
は
い
う
も
の
の
、
こ
の
哲
学
は
神
を
世
界

に
よ
っ
て

置

き
換
え

る
と
い
う
全
く
異
質
の
存
在
論
を
編
み
出
し
て
い
る
の
で
あ
り
、

″
実
存

哲
学

″
に
対

し
て
矛
盾
を
犯
し
て

い
る
。
実
存
哲
学

は
合
理
化
や
客

体
化

の
基

盤
の
上
で

は
存
在
論
の
可

能
性
を
否
定

す
る
と
考
え

る
か
ら
で
あ

る
。
「
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
哲
学
の
根
拠
は
人
間
実
存
の
有
限
性
の
概
念
に
あ
り
、

人
間
の
無
限
な
も
の
へ
の
い
か
な
る
飛
躍
を
も
否
定
す
る
こ
と
に
あ
る
」
と

す
れ

ば
、
そ
の
神
無
き

哲
学
の
真
価
は
む
し
ろ
十

九
世
紀
の
実
証
主
義
、
唯

物
論
、
無
神
論

の
哲
学
等

と
は
ま
た
別
の
趣
き
を
も
っ
て

い
る
こ
と
に
よ
っ

て
問

わ
れ

る

べ
き
で
あ

る
と
。
し
か
し
ま
た
ベ
ル
ジ
ャ
ー
エ
フ
は
、
神
と
の

決
裂
を
極
限
ま
で
押
し
進
め
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
か
っ
た
こ
の
哲
学
の
根
底
に

ド
イ
ツ
神

秘
主
義

の
残
骸

を
認
め
、
モ

の
点
に
お
い
て

は
い
く
ら

か
の
共

感

を
示
し
て
も

い
る
。
と
こ
ろ

が
あ
る
意
味

で
は
マ
ル
ク
ス
よ
り
も
徹
底
し
た

無
神
論

を
展
開
し
、
人
間

に
つ
い
て
の
形
而
上
学

的
要
素

を
全
く
排
斥
し
よ

う

と
す

る
サ

ル
ト
ル
に
対
し
て
は
、
決
定

的
な
違
和
感

を
も
つ
と
繰
り
返

す
。



で

は
比

較

的

ベ
ル

ジ

ャ

ー

エ
フ

に
近

い
内

容

を
も

つ

と
思

わ

れ

る
ヤ

ス

パ

ー

ス

、
あ

る

い

は

マ

ル

セ

ル
（
フ

ラ

ン

ス

へ
追

放

さ
れ

て

か
ら

一
時

親

交

も

あ

っ

た
）
と

の
違

い

に

つ

い
て

は

ど
う

で

あ

ろ

う

か

。
こ
れ

に

つ
い

て

は

ぺ

ル

ジ

ャ

ー

エ

フ
自

身

の
表

明

に
よ

る

よ
り

も

、

さ

し

あ

た
り

ハ

イ

ネ

マ

ン
な

ど

の
批

評
の
方
が
興
味
深
く
、
示
唆
的
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
ハ
イ
ネ
マ
ン
に
よ
れ
ば
、

ベ
ル
ジ
ャ
ー
エ
フ
は
「
神
秘
的
ア
ナ
ー
キ
ス
ト
―
―
D
ｅ
ｒ
　
m
ｙ
ｓ
ｔ
ｉ
ｓ
ｃ
ｈ
ｅ
　
Ａ
ｎ
-

ａ
ｒ
ｃ
ｈ
ｉ
ｓ
ｔ
」
、
ヤ
ス
パ
ー
ス
は
「
徹
底
的
公
明
性
の
冒
険
―
―
Ｄ
ａ
ｓ
　
Ａ
ｂ
ｅ
ｎ
ｔ
ｅ
-

ｕ
ｅ
ｒ
　
ｒ
ａ
ｄ
ｉ
ｋ
ａ
ｌ
ｅ
ｒ
　
Ｏ
ｆ
ｆ
ｅ
ｎ
ｈ
ｅ
ｉ
ｔ
」
家
、
マ
ル
セ
ル
は
「
神
秘
的
経
験
論
者
―

Ｄ
ｅ
ｒ
　
m
ｙ
ｓ
ｔ
ｅ
ｒ
ｉ
ｏ
ｓ
ｅ
　
Ｅ
ｍ
ｐ
ｉ
ｒ
ｉ
ｋ
ｅ
ｒ
」
と
そ
れ
ぞ
れ
命
名
さ
れ
て
実
存
哲
学
史

上

の

個

性

あ

る

一
定

の
位

置

を
特

徴

づ
け

ら

れ

て

い

る

。
ま

ず

先

に

ベ
ル

ジ

ャ

ー

エ

フ

に

つ

い

て

は
、

神

秘

主

義

と

ア

ナ

ー

キ

ズ

ム
と

は
普

通

に

は

調

和

し

な

い

性
質

の

も

の

で

あ

ろ

う

か

ら

、

反

語

的

表
現

が
示

す

よ

う

に
、

こ

の

哲
学

の
特

徴

は

お
よ

そ

そ

の

大

胆

な

「
思

想

の
飛

躍

」

に

あ

る

と

み

な

さ

れ

て

い

る

。
「
特

殊

的

な

諸

々
の

宗

教

の
枠

を

越

え

て

…

…

人

間

の

精

神

と

超

越
的
精
神
性
と
の
間
の
直
接
的
な
合
一
を
創
り
出
す
普
遍
的
な
神
秘
主
義
的

経

験

を
信

じ

て

い

る
」

ベ

ル

ジ

ャ

ー

エ
フ

の
立

場

は
、
「
ア

ナ

ー

キ

ズ

ム

的

神

秘

主

義

」

で

あ

る
と

。

そ

こ

で
強

調

さ
れ

る
普

遍

的
精

神

性

は

、

単

な

る

実

存

形

式

、

単

な

る
知

識

形

式

を
越

え

て

「
自

由

の
形

而

上

学

」

を
構

成

し
、

「

一

つ

の
神

秘

主

義

的
ア

ナ

ー

キ

ズ

ム

」

に

創

り
換

え

ら
れ

る

と

。

こ

の
形

而

上

学

で

は
自

由

は
存

在

に
先

行
す

る

こ

と

で

、
自

由

こ

そ

が

い

わ

ぱ

「
ア

ナ

ー

キ

ズ

ム

的

神
秘

主

義

の

神

」

に

な

っ

て

い

る

と

。

こ

う

し

た

ベ
ル

ジ

ャ

ー

エ

フ

に

対

し

て
、
『

哲
学

』

三

巻

の

構

成

を

も

つ
ヤ

ス

パ

ー

ス

は

な

る

ほ

ど

徹

底

的
公

明

性

の
人

で

あ

る
。
「

哲

学

的
世

界

定

位

」

は

実

存

の
可

能

性

と

し

て
究

極

的
に

は
自

由

へ

の
飛

躍

を
め

ざ

し

て

い

る
。

ベ

ル

ジ

ャ

ー
エ

フ

と

同

様

に

ヤ

ス

パ

ー

ス
で

も

自

由

は

と

り

わ

け

実

存

に

の
み

属

し

て

お
り

、

こ

の

問

題

は

「
実

存

照
明

」

の
最

大

の
課

題

と

な

っ
て

い

る

。
し

か
し

ヤ

ス

パ

ー
ス

哲
学

の
特

徴

は
、

世

界

定

位

の
段

階

で

は

ま

だ
自

由

は

な
く

、

超

越

（
者

）
の

段

階

で

は

も

は

や
自

由

は

な

い

と

い
う

主

張

に

あ

る

。
哲

学

す

る

こ

と
―
―
超
越
し
て
い
く
こ
と
は
あ
く
ま
で
も
終
り
の
な
い
道
と
し
て
示
さ
れ

る
に

留

ま

っ
た

。

ハ
イ

ネ

マ

ソ

は

こ

の
あ

た
り

の
差

異

を

捉
え

て

、

ヤ

ス

パ

ー
ス
が
「
さ
ま
よ
う
哲
学
者
―
―
ｄ
ｅ
ｒ
　
ｓ
ｃ
ｈ
w
ｅ
ｂ
ｅ
ｎ
ｄ
ｅ
　
Ｐ
ｈ
ｉ
ｌ
ｏ
ｓ
ｏ
ｐ
ｈ
」
で
あ

る
な
ら
ば
、
ベ
ル
ジ
ャ
ー
エ
フ
は
「
跳
び
越
え
る
哲
学
者
―
―
ｄ
ｅ
ｒ
　
ｓ
ｐ
ｒ
ｉ
ｎ
ｇ
-

ｅ
ｎ
ｄ
ｅ
　
Ｐ
ｈ
ｉ
ｌ
ｏ
ｓ
ｏ
ｐ
ｈ
」
で
あ
る
と
い
う
。
確
か
に
一
方
は
人
間
の
実
存
の
現
実

を

″
超

越

を
め

ざ

し

て

考

え

る

タ

イ

プ

″
で

あ

る
と

す

れ

ば

、
も

う

一
方

は

同

じ

こ

と

を

一
気

忙
飛

翔

し

て

″
超

越

か

ら

考

え

る

タ
イ

プ

″
で

あ

る

と
区

別

す

る

こ

と
も

で

き

る
だ

ろ

う

。

で

は

神

秘

的

経
験

論

者

と

呼

ば

れ

る
マ

ル

セ

ル
に

つ

い
て

は

ど

う
で

あ

ろ
う

か
。

こ

の
名

称

は

、

マ

ル
セ

ル

が

ほ
か

な

ら

ぬ
人

間

の

実

存

の
現

実

を
そ

の

具
体

的
経

験

の

分

析

か
ら

は
じ

め
、

経

験

そ

の
も

の

が
一

つ

の
神

秘

で

あ

る

と
い

う
事

実

を

発
見

し

た

こ
と

に

基

づ
い

て

い

る
。

そ

れ

に

よ

れ

ば

古

い

デ

カ

ル

ト
的

合

理

主

義

の
形

而

上

学

は
覆

さ

れ
ね
ば
な
ら
ず
、
心
身
が
一
体
の
具
体
的
個
別
存
在
―
「
受
肉
的
存
在
」

と
し

て

、

実

存

の

問

題

は

新

た

に

問

わ

れ

ね

ば
な

ら

ぬ
性

質

の
も

の
で

あ

っ

た

。
こ

こ

ま
で

は

ベ

ル
ジ

ャ
ー

エ

フ

と
噛

み
合

わ

ぬ
は

ず

は

な

い

。

ま

た

ヤ

ス

パ

ー

ス
と

も

共

通

す

る

が
、

実

存

を
相

互

主

体

性

に

お

い

て
捉

え

る
こ

と



に

変

り

は

な

い

。

し

か

し

ベ

ル

ジ

ャ

ー

エ

フ

は

「

私

は

マ

ル

セ

ル

を

ニ

ー

チ

ェ

や

キ

ル

ケ

ゴ

ー

ル

が

そ

う

で

あ

っ

た

よ

う

な

意

味

で

は

実

存

哲

学

者

と

み

な

さ

な

い

」

と

い

う

。

そ

れ

は

や

は

り

マ

ル

セ

ル

が

カ

ト

リ

ッ

ク

に

帰

依

し

て

か

ら

し

ぱ

し

ぱ

い

わ

れ

が

ち

な

批

判

－

マ

ル

セ

ル

哲

学

は

結

局

、

神

と

の

交

わ

り

に

お

け

る

存

在

論

的

秘

義

に

参

入

し

よ

う

と

す

る

キ

リ

ス

ト

教

的

信
仰
道
で
あ
る
―
―
に
関
係
す
る
だ
ろ
う
。
ベ
ル
ジ
ャ
ー
エ
フ
自
身
の
実
存

哲
学
の
定
義
は
、
ま
ず
第
一
に
「
認
す
る
る
主
体
の
実
存
に
よ
っ
て
規
定
さ

れ

…

…

客

体

か

ら

の

実

存

認

識

は

不

可

能

」

だ

か

ら

で

あ

る

。

マ

ル

セ

ル

は

む

し

ろ

″
超

越

（

者

）

に

帰

依

す

る

タ

イ

プ

″

な

の

で

あ

る

。

非

常

に

簡

略

化

す

れ

ば

以

上

の

よ

う

な

区

別

も

可

能

で

は

な

い

だ

ろ

う

か

。

四

実

存

哲

学

の

伝

統

に

つ

い

て

、

そ

の

性

格

づ

け

を

エ

ミ

ー

ル

・

ブ

レ

イ

ェ

並
び
に
ジ
ャ
ン
・
ヴ
ァ
ー
ル
の
考
察
に
倣
っ
て
「
人
間
的
不
安
の
感
情
と
結

び

つ

い

た

形

而

上

学

的

経

験

主

義

で

あ

る

」

と

規

定

す

る

な

ら

ば

、

そ

う

し

た

経

験

主

義

の

伝

統

は

ド

イ

ツ

哲

学

に

お

い

て

は

シ

ェ

リ

ン

グ

に

、

さ

ら

に

カ

ン

ト

に

ま

で

溯

る

こ

と

が

で

き

る

。

シ

ェ

リ

ン

グ

は

一

切

の

合

理

的

哲

学

を

消

極

哲

学

で

あ

る

と

し

て

一

つ

の

積

極

哲

学

を

打

ち

立

て

よ

う

と

し

た

し

、

カ

ン

ト

は

存

在

論

的

論

証

の

批

判

の

な

か

で

実

存

は

絶

対

に

本

質

か

ら

演

繹

さ

れ

な

い

こ

と

を

主

張

し

た

か

ら

で

あ

る

。

で

あ

る

と

す

れ

ば

、

ベ

ル

ジ

ャ

ー

エ

フ

は

自

ら

を

「

哲

学

者

と

し

て

実

存

主

義

者

で

あ

る

」

と

し

な

が

ら

。

な

お

重

ね

て

「

私

の

哲

学

の

源

泉

は

カ

ソ

ト

と

ド

イ

ツ

哲

学

で

あ

る

」

と

い

う
こ
と
は
充
分
に
根
拠
の
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
一
-
4
の
問
題

は
ベ
ル
ジ
ャ
ー
エ
フ
の
内
部
で
一
―
2
―
前
世
紀
ロ
シ
ア
の
問
題
意
識
へ
と
、

つ

ま

り

ロ

シ

ア

歴

史

哲

学

と

ド

イ

ツ

哲

学

と

の

関

係

へ

と

関

連

す

る

。

こ

れ

に

つ

い

て

は

「

わ

れ

わ

れ

の

精

神

的

関

心

の

中

心

と

な

っ

た

も

の

が

ス

ラ

ヴ

派

と

西

欧

派

の

争

い

で

あ

っ

た

こ

と

は

偶

然

で

は

な

い

」

と

ベ

ル

ジ

ャ

ー

エ

フ

も

自

ら

の

思

想

の

前

提

に

認

め

る

と

こ

ろ

の

対

立

が

あ

っ

た

。

そ

し

て

こ

の
両
派
に
よ
る
ロ
シ
ア
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
、
東
と
西
を
巡
っ
て
の
複
雑
多
岐
に

わ
た
る
一
大
論
戦
の
な
か
か
ら
、
ロ
シ
ア
歴
史
哲
学
の
基
本
的
な
課
題
は
形

成

さ

れ

て

き

た

。

そ

う

し

た

思

想

の

歴

史

を

踏

ま

え

、
「

ロ

シ

ア

で

は

二

つ

の
も
の
が
哲
学
か
ら
派
生
し
た
。
西
欧
派
か
ら
は
革
命
心
社
会
主
義
が
生
ま

れ

た

が

、

ス

ラ

ヴ

派

の

間

か

ら

は

宗

教

と

信

仰

が

生

ま

れ

た

」

と

い

う

の

で

あ

れ

ば

、

そ

こ

に

は

ど

ん

な

脈

絡

が

あ

る

の

か

。

実

の

と

こ

ろ

、

西

欧

派

対

ス

ラ

ヴ

派

の

対

立

と

は

い

っ

て

も

こ

れ

を

純

粋

に

哲

学

的

関

心

の

あ

り

方

か

ら

整

理

し

て

み

る

と

、

両

派

の

主

張

は

そ

れ

ほ

ど

異

な

っ

て

は

い

な

い

。

論

争

が

も

っ

と

も

白

熱

化

し

た

の

は

一

八

四

〇

年

代

で

あ

る

が

、

こ

の

時

期

ド

イ

ツ

観

念

論

を

代

表

す

る

と

思

わ

れ

た

ヘ

ー

ゲ

ル

哲

学

に

対

し

て

、

一

種

の

歴

史

目

的

論

、

歴

史

神

学

で

あ

る

と

判

断

す

る

あ

た

り

は

不

思

議

に

一

致

し

て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
同
じ
時
期
の
ド
イ
ツ
・
へ
ー
ゲ
ル
左
派
に
よ
る
一
連

の

批

判

的

傾

向

と

突

き

合

わ

せ

て

み

れ

ば

、

一

層

明

ら

か

で

あ

る

。

だ

が

そ

う

し

た

事

情

で

も

な

お

い

く

つ

か

の

点

で

ス

ラ

ヴ

派

的

見

解

の

特

徴

は

指

摘

で

き

る

。

い

ま

そ

れ

を

ベ

ル

ジ

ャ

ー

エ

フ

自

身

も

傾

倒

し

、

ス

ラ

ヴ

派

の

代

表

格

で

も

あ

る

ホ

ミ

ャ

コ

ー

フ

に

例

を

と

っ

て

み

れ

ば

、

一

、

ド

イ

ツ

哲

学



に
お
け
る
へ
ー
ゲ
ル
的
誤
謬
の
根
源
は
理
性
の
哲
学
を
自
負
す
る
が
、
そ
の

実
「
悟
性

を
精
神
の
全
一
性
と
取
り
違
え
て

い
る
」

の
で
あ
り
、
こ

の
学
派

の
解
体
過
程

の
内
に
は
ほ

か
な
ら

ぬ
あ

の
「

カ
ン
卜
の
物
自
体

が
一
般

的
な

実
体

に
化
す

る
」
と
い
う

″
唯
物
論

″
へ
転
化
す

る
必
然
性

が
潜

ん
で

い
る
。

二
、

そ
う
し
た
ド
イ
ツ
観
念
論
の
自
滅
的

な
経
緯

を
宗
教
史
的
に
み

れ
ぱ
、

「

カ
ン
ト

は
ル
タ
ー
の
直
系
で
あ
り
、
そ

の
必
然
的

な
後
継
者
で

あ
っ
た
か

ら
、
純
粋

と
実
銭
理
性

の
二
重

の
批
判

の
な
か
に
極

め
て

ル
タ
ー
的
な

性
格

を
示
し

た
」

の
で
あ
り
、

ヘ
ー
ゲ
ル
は
プ
ロ
テ

ス
タ
ン
テ

ィ

ズ

ム

の

「
分

裂

性
」

の
宿
命

を
背

負

っ
て

こ
の
誤
謬
を
極
限
に
至
ら
し

め
た
と
い

え

る
。
三
、
し

か
も
そ
の

プ
ロ
テ

ス
タ
ン
ト
的
合
理
主
義

の
誤
謬

は
同
時

に

中
世

ス
コ
ラ
哲
学

の
責
任

に
お
い
て

カ
ト
リ

シ
ズ
ム
の
も

の
で
あ

る
。
と
い

っ
た
具
合
で
あ

る
。
す
な

わ
ち
一
般

に
、

ド
イ
ツ
的
思
惟

の
根
本
的

欠
陥
は

過
度

の
合
理
性

か
ら
人
間
精
神

の
豊

か
な
「

全
一
性

」
を
細
分
化

し
て
し
ま

っ
た
と
み

な
す
点
、
ま

た
宗
教
改

革
以

来
信
仰
の
外
に
哲
学

が
発

達
し
た
こ

と
を
ド
イ
ツ
哲
学
の
宿
命
的
不
運
と
み
な
す
点
な
ど
に
お
い
て
、
ペ
ル
ジ
ャ

ー
エ
フ
の
一
ー
4
に
対
す
る
批
判
、
認
識
は
ス
ラ
グ
派
の
そ
れ
を
継
承
し
て

い
る
と
い
え
る
。
そ
う
し
た
ス
ラ
ヴ
派
が
最
大
の
精
神
的
支
柱
と
し
た
も
の

は
、
ロ
シ
ア
正
教

の
宗
教
体

験
に
基

づ
く
「
教
会
的
信
仰
共
同
体
」
と
い
う

理

念
で

あ
る
。
こ

れ
は
通
常

の
社

会
的
概
念
の
操
作
を
越
え
る

が
た

め
に
単

な
る
「
集
団
」
と
区
別
さ
れ
る
。
こ
の
ソ
ボ
ー
ル
ノ
ス
チ
に
対
す
る
共
鳴

は

ペ
ル
シ
ャ
亅
エ
フ
で
も
非

常
に
強
く
、
特
に
「

人
格
と
共
同
体
」
の
問
題

は
い
く
つ
か
の
著
書

の
骨

格
を
成
し
て
い

る
。

そ
こ
で
思
い
出
さ
れ
る
の
は
一
-
六
-
マ
ル
キ
シ
ズ
ム
と
ベ
ル
ジ
ャ
ー
エ

フ

の
関
係
で
あ

る
。
一
般
的
な
社
会
論
と
し
て

は
、
い
わ
ゆ
る
ス
タ

ー
リ
ン

批
判
よ
り
以
前
に
す
で
に
祖
国
の
コ
ミ
ュ
ニ
ズ
ム
化
に
対
し
て
批
判
的
態
度

を
貫
い

た
こ
と
に
意
味

が
あ
る
の
で
あ
ろ
う
が
、
そ
し
て
そ
こ
で
は
し

ば
し

ば
唯
物
論
に
対
す

る
反
省

か
ら
キ
リ
ス
ト
教
に
転
向
し
た
の
だ
と
い
う
こ
と

が
い

わ
れ
が
ち
で
は
あ

る
が
、
こ
れ
は
当
初

か
ら
純
粋
に
宗
教
的
な
関
心
に

よ
っ
て
起

っ
た
問
題
で
あ
っ
た
こ
と
を
特
記
し
て

お
き

た
い
。
と
い
う
の
も

「
私
は
は
じ
め
コ
ミ
ュ
ニ
ズ
ム
を
義
務
を
守
ろ
う
と
し
な
い
キ
リ
ス
ト
教
徒

へ
の
警
告

と
解
し
た

。
し
か
し
キ
リ
ス
ト
教
徒
こ
そ
コ
ミ

ュ
ニ
ズ
ム
に
含
ま

れ
て
い
る
真
理
を
実
現
す
べ
き
で
あ
っ
た
の
だ
。
そ
う
な
れ
ば
コ
ミ
ュ
ニ
ズ

ム
の
偽
り
は
凱
歌

を
奏
し
え
な

か
っ
た
で
あ
ろ
う
」
と
晩
年
の
告
白
に
あ
る

通
り
、
発
端

は
、
帝

政
ロ
シ
ア
の
末
期
に
生
ま
れ
な
が
ら
も

マ
ル
ク
ス
初
期

の
実
存
主
義

的
要
素

を
早
く

か
ら
評
価
し
て
い
た
こ
と
に
あ

っ
た
。
し

か
し

同
時

に
、
人
間

を
集
団

の
う
ち
に

″
客
体
化
－

疎
外
化

″
す
る
コ
ミ

ュ
ニ

ズ
ム
の
も
う
一

つ
の
性
質

に
対

し
て
も
逸
早
く
嫌
悪

を
感
じ
た
の
は
な
ぜ
か
。

元

来
、

ベ
ル
ジ
ャ
ー
エ
フ

の
宗
教

的
な
哲
学
の
根
底
に
確
立
す
る
対

立
命
題

は
「

自
然
と
精
神
」

で
あ
り

、
こ
れ
は
随
時
、「

客
体
的
世
界

と
実
存

的

世

界
」
、「

必
然
と
自
由

」
な
ど
と
換
言

さ
れ
る
が
、
こ
れ
ら
は
「

思
惟
の
能
動

性
と
認
識
の
創
造
性
」
を
重
視
す
る
と
い
う
基
本
姿
勢
と
呼
応
し
合
っ
て
、

「
客
体
化
さ
れ
た
世

界
は
神

も
人
間

も
共

に
い

な
い
世
界

で
あ
る
」

と
い
う

結
論
に
向
か
う
。
こ

の
結
論
下
で

は
あ
ら
ゆ
る
社
会
主
義
思
想

が
客
体
化

さ

れ
た
世
界
へ
と
進
む
危
険
を
孕
ん
で

い
る
よ

う
に
考
え
ら
れ
る
わ
け
で

あ
る
。



ま
た
、
社
会

の
な
か
に
何
ら

か
の
法

則
に
よ
っ
て
支
配

さ
れ
る
個
人
の
集
団

を
み
て
、
「
人
間

の
共
同
体
」

を
み

る
こ
と
が
な
い
な
ら
ば
、
そ
こ
に

は

実

存
的
主
体

が
な
い

の
だ
か
ら
「
精
神

の
自
由

」
も
あ
る
わ
け
が
な
い
。

ベ
ル

ジ
ャ

ー
エ
フ

に
と

っ
て
コ
ミ

ュ
ニ
ズ
ム
は
キ
リ

ス
ト
教
の
危
機
で
あ
る
ば
か

り

で

な
く
、
ヒ

ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
危
機
で

あ
る
と
も
考
え
ら
れ
た
所
以
で

あ

る
。
こ
う
し

た
基
本

が
、
し

ば
し

ば

″
宗
教

的
人

格
主
義

″人

格
主
義

的

実
存
主
義

″
な
ど
と
呼

ば
れ

る
ベ
ル
ジ
ャ
ー
エ
フ

の
全
体

像
に
反
映

し
て

い

る
わ
け
で
あ
る
が
、
そ
の
人
間
観
、
宗
教
観
を
決
定
し
た
の
は
一
ｌ
1
に
挙

げ
た

ほ
か
な
ら

ぬ
ド
ス
ト
エ

ー
フ

ス
キ
イ
で

あ
っ
た
。
精
神

の
自

由
、
そ

の

「

自
由

を
通

し
て
人
間
の
奥
底
に
キ
リ

ス
ト

を
開
示

す
る
」

と
は
、

ベ
ル
ジ

ャ

ー
エ
フ
自
身
の
発
言
で
あ
る
前
に
「
大
審
問
官
物
語
」

の
作
者

の
も
の
で

あ
っ

た
。

五

客
体
化

は
実
存

と
は
相
容

れ
な
い

と
い

う
考
え
で
一
貫

し
て

い
る
と
き
、

ベ
ル
ジ
ャ
ー
エ
フ

は
単
に
時
代
の
思
想
界

を
反
映

し
た
だ
け
で
あ

る
と
は
思

え
な
い
。
思
想
内
容
を
決
定
し
た
要
因
は
何
か
と
い
え
ば
、
一
－
1
か
ら
6

ま
で

の
す

べ
て
で
あ
り

、
ロ
シ
ア
的
原
理
と
西
欧

的
原
理
を
構
成

し
て
き

た

諸

々
の
モ
チ

ー
フ

の
一
切

が
渾
然
一
体
と

な
っ
て
一

つ
の
独

創
性

を
産
み
出

し

た
と
い
え

る
。
そ

の
よ
う

に
東

と
西

の
原

理
に
精

通
す
る
ベ
ル
ジ
ャ
ー
エ

フ

が
、
両

原
理
を
凌

駕
す

る
と
こ
ろ

に
も

つ
最
終

的
な
拠
点
こ
そ

″
存
在

の

深
淵

″
で

あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
例
え

ば
ド
イ
ツ

哲
学
史
に
お
け
る
超
歴
史

的
な
も
の
と
歴
史
的
な
も
の
―
神
的
な
も
の
と
人
間
的
な
も
の
―
と
の

関
係
を
語
る
テ

キ
ス
ト

の
な
か
で
も
、
実
存
的
意
味
を
強
調
し

た
三
位
一
体

論
的
弁

証
法
で
捉
え
、
こ

れ
が
歴
史

的
現
実
を
展
開
さ
せ
る
根
本
構
造
で
あ

る
と
説

い
て

い
た
。
そ
し
て

そ
の
論
拠

は
無
前
提
の
自
由
と
い
う
「
霊
」
の

根
源

に
求
め
ら

れ
て
い

る
。

ド
イ
ツ
哲
学
史
論
を
通
じ
て
実
は
「
霊
的
経
験

に
基

づ
く
」

と
い
う

ベ
ル
ジ
ャ
ー
エ
フ
自
身
の

″
実
存
哲
学
″

が
表
明
さ
れ

て
い

る
わ
け
で
あ
る
。
宗
教

的
真
理
を
歴
史
的
な
啓
示
宗
教

か
ら
抽
象
化
し

て
得

る
こ

と
が
「
客
体
化
」
で
あ
る
な
ら
ば
、
ま
さ
に
反
対
に
主
体
の
深

奥

に
ま
で
滲
透
し
て
そ
の
本
質
を
把
握
し
よ
う
と
す
る
こ

と
が
「

実
存
」
で
あ

る
。
そ
こ
で
も
し
、
こ
の
実
存
と
い
う
言
葉
に
付
帯
す

る
啓
示

的
な
性
格
を

理
解
す

る
こ
と

が
ベ
ル

ジ
ャ

ー
エ
フ

理
論
の
核
心
に
近

づ
く
早
道
で
あ
る
と

し
た
ら
、
一
-
3
に
挙
げ
た
古
い
宗
教
的
神
学
的
な
伝
統
を
引
き
出
す
仕
事

が
非
常
に
重
要

な
も
の
と
な

っ
て
く
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
ま
た
先
の
ブ
レ
イ

ェ
、
ヴ
ァ
ー
ル
に
よ
る
規
定
と
も
合
致
し
て
、
実
存
哲
学
史
の
概
し
て
も
っ

と
も
根
本
的

な
伝
統
で
あ
る

か
も
し
れ
な
い
。
今
後

の
課
題
と
し
て
い
き
た

い
と
こ
ろ
で
あ

る
。
だ

が
ベ
ル
ジ
ャ
ー
エ
フ

の
な
か
の
そ
う
し
た
伝
統
は
、

ま
た
ま

た
西
欧

的
と

ロ
シ
ア

的
の
二

重
の
相
貌
を
現
わ
す
だ
ろ
う
。
な

ぜ
な

ら

ベ
ル
ジ
ャ
ー
エ
フ
の
な

か
に
は
西

欧
の
幾
人
か
の
非
合
理
主
義
者
の
系
譜

が
あ

る
と
同
時
に
、
終
末
論
的
、
黙
示

録
的
色
彩
を
も
つ

ロ
シ
ア
宗
教
哲
学

の
歴
史

が
あ

る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
も
こ
の
ロ

シ
ア

的
な
特
質
こ
そ
は
西

欧

に
対
す
る
。
"
ル
サ
ン
チ
マ
ン
”
か
ら
生
じ
て
い
る
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な

い
。
ロ
シ
ア
に
お
け
る
西
欧
派
と
ス
ラ
ヴ
派
の
対
立
は
何
も
十
九
世
紀
に
限



っ
た
こ
と
で
は
な
か
っ
た
。
ベ
ル
ジ
ャ
ー
エ
フ
思
想
は
全
ロ
シ
ア
的
な
テ
ー

マ

を

背

負

っ

て

永

遠

に

相

対

化

さ

れ

、

西

欧

と

ロ

シ

ア

の

は

ざ

ま

に

立

っ

て

い

る

よ

う

で

あ

る

。

（
―
）
　
H

．
 
■
■
■
■
■
■
　
：
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

■
■
■
■
■
■
■
■
■
―
（
『
自
己
認
識
―
哲
学
的
自
叙
伝
の
試
み
―
』
）
、

Ｙ
Ｍ
Ｃ
Ａ
-
Ｐ
Ｒ
Ｅ
Ｓ
Ｓ
，
　
Ｐ
ａ
ｒ
ｉ
ｓ
，
　
１
９
４
９
，
　
Ｃ
Ｔ
ｐ

．

３
１
７

．
　
以
下
ｃ
．
■
と
略
す
。

（

２

）
　

Ｔ

．
　

Ｋ

ｌ
ｅ
ｐ

ｉｎ

ｉｎ
ｅ

：
　

Ｎ

ｉ
ｃ
ｏ

ｌ
ａ
ｓ

　

Ｂ

ｅ
ｒ
ｄ
ｉ
ａ
ｅ
ｖ
-
Ｂ

ｉ
ｂ
ｌ
ｉｏ
ｇ

ｒ
ａ
ｐ

ｈ
ｉ
ｅ

，
　

Ｙ

Ｍ

Ｃ

Ａ
-

Ｐ

Ｒ

Ｅ

Ｓ

Ｓ

，
　
Ｐ
ａ
ｒ
ｉ
ｓ

，
　
１
９
７
８

並

び

に

「

ベ

ル

ジ

ャ

ー

エ

フ

著

作

集

」

（

全

八

巻

）

よ

り

第

三

巻

付

表

「

ベ

ル

ジ

ャ

ー

エ

フ

の

著

書

お

よ

び

論

文

の

総

目

録

」

白

水

社

、

昭

和

四

一

年

、

を

参

照

。

（
３
）
　
Ｈ

．

■
■
■
■
■
　
：
　
■
■
■
■
■
■
■
　
■
■
■
■
■
■
■

■
■
■
■
■
■
■
■

■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

Ｙ
Ｍ
Ｃ
Ａ
-
Ｐ
Ｒ
Ｅ
Ｓ
Ｓ
，
　
１
９
５
２
，
　
以
下
　
■
■
■
　
Ⅱ
と
略
す
。

（
４
）
（
６
）
　
T
ａ
Ｍ
　
■
e
，
　
Ｃ
Ｔ
ｐ
．
　
４
４
．

（

５

）
　

Ｔ

ａ

Ｍ

　
ａ
ｃ
ｅ

，
　

Ｃ
Ｔ
ｐ

．
　

４
４
-

４
５

．

（

７

）
　

Ｔ

ａ

Ｍ

　
ａ
ｃ
ｅ

，
　

Ｃ
Ｔ
ｐ

．
　

４
０

．

（
８
）
（
1
0
）
　
Ｔ
ａ
Ｍ
　
■
e
 
，
　
Ｃ
Ｔ
ｐ
．
　
６
１
．

（
９
）
　
Ｔ
ａ
Ｍ
　
■
ｅ

，
　

Ｃ
Ｔ
ｐ

．
　

５
９

．

（
1
1
)
　
Ｔ
ａ
Ｍ
　
■
ｅ
，
　
Ｃ
Ｔ
ｐ
．
　
５
７
．

（
1
2
）
（
1
3
）
　
ｃ

．

■
，
　
ｃ
Ｔ
ｐ
．
　
１
０
７
．

（
1
4
）
　
■

．

Ⅱ
，
　
Ｃ
Ｔ
ｐ
．
（
但
し
、
ベ
ル
ジ
ャ
ー
エ
フ
は
一
九
四
八
年
歿
で
あ

る
か
ら
、
一
九
五
〇
年
の
"
　
Ｈ
ｏ
ｌ
ｘ
w
ｅ
ｇ
ｅ
”
等
以
降
の
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
に
つ
い

て

は

知

る

よ

し

も

な

か

っ

た

。
）

（
1
5

）

Ｆ

． 　

Ｈ

ｅ

ｉｎ

ｅ
ｍ

ａ
ｎ

ｎ

：
　
Ｅ

ｘ

ｉｓ

ｔ
ｅ

ｎ

ｚ
ｐ

ｈ

ｉ
ｌ

ｏ

ｓ
ｏ

ｐ

ｈ

ｉｅ

―

ｌｅ

ｂ
ｅ

ｎ

ｄ

ｉｇ

　
ｏ

ｄ
ｅ

ｒ

　
ｔ
ｏ

ｔ

？

―

，
　
W

．
　
Ｋ

ｏ

ｈ

ｌ
ｈ

ａ
ｍ

ｍ

ｅ

ｒ

　
Ｓ

ｔ
ｕ

ｔ
ｔ
ｇ

ａ

ｒ

ｔ
，

　

１
９
５

４

．

（
1
6

）
　

ｉ
ｂ

ｉ
ｄ

．
，
　
ｓ

．
　
１

６
９
-

１
７
０

．

（
1
7

）
　

ｉ
ｂ

ｉ
ｄ

．
，
　
ｓ

．
　

１
７

０

．

（
一
8
）
（
1
9
）
　
Ｃ

．

１

１
，
　

Ｃ

Ｔ

ｐ

．
　

３

１
７

．

（
2
0

）
　

Ｊ

・

ヴ

ァ

ー

ル

「

実

存

主

義

入

門

」

（

松

浪

・

高

橋

訳

）
、

理

想

社

、

一

九

六

四

年

、

一

四

－

一

五

頁

。

（
2
1
）
　
ｃ

．

■
，
　
ｃ
ｔ
ｐ
．
　
３
０
６
．

（
2
2
）
Ｈ

．

■

■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
（
『
歴
史
の
意
味
―
―
人
間
運
命
の
哲
学
の
試

み
―
―
』
）
　
Ｙ
Ｍ
Ｃ
Ａ
-
Ｐ
Ｒ
Ｅ
Ｓ
Ｓ
，
　
Ｐ
ａ
ｎ
ｓ
，
　
１
９
６
９
，
　
Ｃ
Ｔ
ｐ

．

５

．

（
2
3
）
　
Ｈ

．

■

■
■
■
■
■
■
■
■
：
　
■
■
■
■
■
■
■
■
■
（
『
ロ
シ
ア
的
理
念
』
）
　
Ｙ
Ｍ
Ｃ
Ａ
-

P
Ｒ
Ｅ
Ｓ
Ｓ

，
　
Ｐ

ａ

ｒｉ

ｓ

，
　
１
９

４
６

，
　
Ｃ

Ｔ
ｐ

．
　

５
７

．

（
2
4

）
　

拙

論

「

ド

イ

ツ

観

念

論

と

近

代

ロ

シ

ア

思

想

一

一

八

四

〇

年

代

を

中

心

と

し

て
―
―
」
、
『
比
較
思
想
研
究
』
第
一
〇
号
、
一
九
八
四
年
を
参
照
。

（
2
5
）
（
2
6
）
　
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

Ｂ
Ｏ
Ｃ
ｂ
Ｍ
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
，
　
１
９
０
０
-
１
９
１
１
，
　
ｔ

．

Ｉ

，
　

Ｃ

Ｔ

ｐ

．
　

２
６

８

．

Ｔ
ａ
Ｍ
　
■
ｅ
，
　
Ｃ
Ｔ
ｐ
．
　
３
０
０
．

（
2
8
）
　
Ｃ

．

■
，
　
Ｃ
Ｔ
ｐ
．
　
２
６
７
．

（
2
9
）
　
Ｈ

．

■

■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
　
（
『
わ
れ
と
客
体
の
世
界
、
孤
独
と
共
同

体

の

哲

学

の

試

み

』

）
　
Ｙ

Ｍ

Ｃ

Ａ
-

Ｐ

Ｒ

Ｅ

Ｓ

Ｓ

，
　
Ｐ

ａ

ｒ

ｉｓ

，
　
１
９

３

４
，
　

Ｃ

Ｔ
ｐ

．
　

６
０

．

（
3
0
）
　
Ｈ

．

■

■
■
■
■
■
■
■
■
：
　
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
（
『
ド

ス
ト
エ
ー
フ
ス
キ
イ
の
世
界
観
』
；
　
■
■
■
■
■
■
■
■
■
，
　
p
a
ｒ
i
ｓ
，
　
1
9
6
8
，
　
Ｃ
Ｔ
ｐ

３
３
.

（

て

ら

だ

・

ひ

ろ

こ

、

西

洋

哲

学

、

会

員

）
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