
〈
研

究
論

文

２

〉

ベ

ル

ジ

ャ

ー

エ

フ

の

実

存

哲

学

―
―
ヤ
ス
パ
ー
ス
と
の
対
比
に
お
い
て
―
―

は

じ

め
に

ベ
ル
ジ
ャ
ー
エ
フ
哲
学
の
な
か
に
は
、
自
国
の
伝
統
的
な
ロ
シ
ア
思
想
の

系
譜
と
と
も
に
、
新
旧
の
西

欧
思
想
の
系
譜

が
共
存
し
て
い

る
。
私
は
、
前

回
、「

ベ
ル

ジ
ャ
ー
エ
フ
に
お
け

る

西

欧
的
原
理
と

ロ
シ
ア
的
原
理
」
と
題

し
て
、
両
原
理

が
相
関
し
て
い
る
こ
と
を
確

か
め
、
諸
々
の
モ
チ
ー
フ
が
渾

然
一
体
と
な

っ
て
一
つ
の
独

創
性
を
現
わ
し
て
い

る
と
述

べ
た
。

そ
の
ベ
ル

ジ
ャ
ー
エ
フ
は
、『

自
叙
伝
』
に

お
い
て
自
ら

を
「

私
は

哲

学

者
と
し
て
実
存
主
義
者
で
あ
る
」
と
言
い
、
キ
ル
ケ

ゴ
ー
ル
、
ニ

ー
チ
ェ
と

い
う
先
駆
者
を
積
極
的
に
評

価
す
る

が
、
同

時
代
の
他
の

″
実
存
″

を
唱
え

る
人

々
か
ら
は
自
己
の
立
場

を
峻
別
し
た
。

ベ
ル

ジ
ャ
ー
エ
フ
自
身
の
哲
学

を
基
礎
づ
け
る
と
こ
ろ
の
「
客
体
化
は
実
存
と
は
相
容
れ
な
い
」
と
い
う
一

貫

し
た
主
張
は
い
ヤ
ス
パ
ー
ス
の
「

決
し
て
客
観
と

な
る
こ

と
の
な
い
も
の

寺
　

田
　

ひ
ろ
子

で
あ

る
実
存
」
と

ど
う
対
応
す
る
の
か
。
ま
た
、
そ
こ
に
は
い
わ
ゆ
る

″
実

存
哲
学
″
の

ど
の
よ
う
な
根
本
問

題
が
あ
る
の
か
。
こ
れ
ら
を
検
討
す

る
こ

と

が
、
こ
の
度
の
私
の
課
題
で

あ
る
。

一

ベ

ル

ジ

ャ
ー

エ
フ

で

は

ど

の

よ

う

に

″
実

存

″

と
い

う

こ

と

が
提

起

さ

れ

る
だ

ろ

う

か

。

ベ
ル

ジ

ャ
ー

エ
フ

は

帝

政

ロ

シ
ア

の

末

期

に
貴

族

階

級

の
子

弟

と

し
て

生

ま

れ

な

が
ら

、

は

じ

め

は

マ

ル

ク

ス
主

義

を
奉

じ

た
。

し

か
し

ま

も

な

く
こ

れ

を

放

棄

し

、

以

降

は

一

種

の

キ
リ

ス
ト

教

的
信

仰

に

立

っ
た

の

で

あ

る

か

ら

、

そ

の
哲

学

は

”
キ
リ

ス
ト

教

的
精

神

世
界

″

を
構

想

し

、

論

理
化

す

る

こ
と
に
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
神
を
人
間
の
側
に
非
常
に
引
き
寄
せ
て
考
え
、

「

神

は

人

間
存

在

の

意

味

で

あ

る
」

と

端

的
に

結

論

づ

け

る
と
こ

ろ

に

お

い

学哲存実のフエ一
゛
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て
、

い
わ
ゆ
る
正

統
的
な
キ
リ
ス
ト
教
か
ら
逸
脱
す

る
特
異

な
性
格

を
も

っ

て
い

る
。
ベ
ル
ジ
ャ
ー
エ
フ
の
実

存
哲
学

は
、
ど
こ
ま
で
も
人
間
存
在

か
ら

神

を
問

う
と
い
う
独

自
の
思
考
方
法
か
ら
出
発
し
て

い
る
。

つ
ま
り
、
人
間

の

う
ち
に
神
の
性
質

が
宿
り
、
ま
た
神
の
う
ち
に
人
間
の
性
質
は
含
ま
れ
て

い
る
の
で
あ

っ
て
、
神
の
内
的
生
命
は
人
間
と
こ
の
世
に
よ

っ
て

は
じ

め
て

実
現

さ
れ
る
と
考
え
、
人
間

の
側

か
ら
の
神
へ
の
ア

プ
ロ
ー
チ
。
す

な
わ
ち

「

主
体
の
能
動
性
」

を
強
く
打
ち
出
し
て
い
く
。
そ
れ

と
と
も
に
、
人
間
や

世
界

の
内

的
生
命
は

、
逆
に
、
神
に
よ
っ
て
は
じ

め
て
理
解

さ
れ

る
と
考
え

る
わ
け
で
あ
り
、
そ
こ
に

は
人
間
の
精
神
性
と
超
越

的
精
神

性
と
の
直
接

的

な
合
一
を
創
り
出
す

と
い
う
、
い
わ

ば

″
普

遍
的
で
神
秘
主
義
的

な
経
験
”

が
確

認
さ
れ
て
い

る
の
で

あ
る
。
こ
れ
は

、
一
つ

の
キ
リ

ス
ト
教

哲
学
で

は

あ
る
と
い
っ
て
も
、
き
わ
め
て
逆
説
的
な
性
格
を
も
つ
も
の
で
、
特
殊
な
も

の
で

あ
ろ
う
。
し

た
が
っ
て
、

ベ
ル
ジ
ャ
ー
エ
フ

の
人
間

と
神

と
の
関
係

は
、

ま
ず

合
理
主
義

的
神

学
の
伝
統
に
な
い
も
の
で

あ
る
こ
と
は
明

ら
か
で
あ
る

が
、
そ

れ
だ
け
で

な
く
、
非

合
理
の
神
学
で

も
、
例
え

ば
マ
イ
ス

タ
ー
・
エ

ッ

ク
ハ
ル
ト
の
よ
う
な
神

秘
的
一
神
論
で

も
な
い
の
で
あ

る
。

ベ
ル

ジ
ャ

ー

エ
フ

に
と
っ
て

は
、
精
神
性
と
し
て
永
遠
な
る
人
間
は
、
し
か
し
、
な
お
神

に
と
っ
て

永
遠
な
る
他
者
と
し
て
あ
り
、

人
間
は
永
遠
の
二
元
的
性
質
を
も

っ
て

い
る
。
こ
の
こ
と

が
、
ベ
ル
ジ
ャ
ー
エ
フ
哲
学
の
本
質
的
性
格
の
一
つ

で
あ
り
、
″
実
存
″
の
内
容
―
―
人
間
存
在
の
捉
え
方
を
、
規
定
し
て
い
く

う
え

で
、
重
要

な
決
定
項

に
な
っ
て

い
る
。

も
う
一
つ
は

、
こ
の
永
遠
の
二
元

的
性
質
と
い
う
神
性
と
人
間
性
と
の
間

に

横

た

わ

る

断

絶

が

、

三

位

一

体

論

の

第

二

の

・
ペ
ル

ソ

ナ

に

お

け

る

両

性

の

結

合

に

置

き

変

え

ら

れ

、

第

三

の

ペ
ル

ソ

ナ

、

す

な

わ

ち

「

聖

霊

」

に

よ

っ

て

和

解

の

道

を

示

さ

れ

、
「

我

と

汝

」

の

関

係

に

昇

華

さ

れ

て

い

く

こ

と

で

あ

る

。

ベ

ル

ジ

ャ

ー

エ

フ

は

、

こ

れ

を

「

神

と

人

間

と

の

実

存

的

弁

証

法

」

と

い

う

。

神

的

な

も

の

と

人

間

的

な

も

の

と

の

本

質

的

な

関

係

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

。

主

体

の

能

動

性

を

非

常

に

重

視

す

る

ベ

ル

ジ

ャ

ー

エ

フ

の

人

間

観

と

、

神

と

の

結

び

つ

き

を

直

接

的

、

神

秘

的

に

捉

え

る

ロ

シ

ア

の

宗

教

的

伝

統

が

合

流

す

る

と

こ

ろ

に

可

能

な

、

一

つ

の

逆

説

的

弁

証

法

の

論

理

、

い

や

、

超

論

理

的

な

方

法

で

あ

る

と

思

わ

れ

る

。

そ

し

て

、

こ

の

超

論

理

か

ら

生

じ

る

″
普

遍

的

精

神

性

”

は

、

諸

々

の

特

殊

的

な

宗

教

の

枠

を

越

え

る

の

み

な

ら

ず

、

単

な

る

知

識

形

式

、

実

存

形

式

を

も

越

え

て

、

″
自

由

の

形

而

上

学

″

と

い

っ

た

も

の

を

構

築

す

る

。

こ

の

「

自

由

」

と

い

う

原

理

を

貫

く

こ

と

に

よ

っ

て

、

ベ

ル

ジ

ャ

ー

エ

フ

の

哲

学

は

「

精

神

の

哲

学

」

で

あ

り

、

「

人

格

の

哲

学

」

で

あ

り

、

同

時

に

「

哲

学

的

人

間

学

」

で

あ

り

、

そ

し

て

ま

さ

に

「

実

存

哲

学

」

と

な

る

。

そ

こ

で

は

、

い

か

な

る

も

の

に

も

自

己

を

従

属

さ

せ

な

い

と

い

う

言

葉

の

真

の

意

味

で

、

あ

た

か

も

″
ア

ナ

ー

キ

ズ

ム

的

な

自

由

”

が

標

榜

さ

れ

て

い

る

か

の

よ

う

で

あ

り

、

前

世

紀

の

バ

ク

ー

ニ

ン

や

ク

ロ

ポ

ト

キ

ン

の

よ

う

な

、

国

家

的

、

政

治

的

な

傾

向

の

も

の

で

は

な

い

、

特

別

な

種

類

の

ア

ナ

ー

キ

ズ

ム

も

、

ロ

シ

ア

の

精

神

的

風

土

か

ら

は

誕

生

す

る

よ

う

で

あ

る

。

ま

た

、

ベ

ル

ジ

ャ

ー

エ

フ

の

強

い

精

神

性

も

正

教

に

よ

る

ロ

シ

ア

的

な

イ

デ

ー

と

無

関

係

で

は

な

い

だ

ろ

う

。

と

い

う

の

も

、

と



き
に
ベ
ル
ジ
ャ
ー
エ
フ
は
「
聖
霊
も
ま
た
神
で
あ
る
」
―
―
つ
ま
り
聖
霊
を

独

立
し
た
人
格
的
実
体
で

あ
る
か
の
よ
う
に
意
味

づ
け

る
と
い
う
大
胆
な
発

言

を
す
る

が
、
そ
れ
は
ほ
か
な
ら

ぬ
正

教
の
影
響
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。

教

義
と
し
て

の
真

偽
は
別

と
し
て

も
、
聖
霊
は
父
な
る
神
と
子

な
る
神
と

か

ら
発
出

し
た
と
主
張

し
て

き
た
西

方
教
会
の
伝
統
に
対
し
て
、
東

方
教
会
の

そ
れ
は
聖
霊
を
父

な
る
神

か
ら
の
み
発
出
し

た
と
す

る
立
場
に
立

っ
て
い

る

か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、

ベ
ル
ジ
ャ
ー
エ
フ
の
神
は
東
方
的
で
は
あ

っ
て
も

教
会
的
な
も
の
で
は
な
い
、
神
は
存
在
で
は
な
く
、
″
霊
―
―
プ
ネ
ウ
マ
―
―

ド
ゥ
ー
フ
―
―
ガ
イ
ス
ト
″
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
神
は
超
越
的
精
神
性
と

し
て

あ
く
ま
で

も
「
実
存

的
主
体
」
に
属
す

る
も
の
で
あ
っ
て
、「

客
体
化
」

さ
れ

た
世
界

に
属
す

る
も
の
で

は
な
い
。

以
上

に
よ

っ
て
、

ベ
ル

ジ
ャ
ー
エ
フ

は
「

存
在

に
対
す

る
自
由

の
優
位
」

を
第
一

に
し
て
も

っ
と
も
重
要

な
も
の
と
し
、
ま
た
「
客
体

的
世
界

に
対

す

る
実
存
的
主
体
の
優
位
」

を
根
本

的
で
決

定
的
な
も
の
と
す

る
。

二

「

自
由
」

と
「
実
存
的
主
体

」
を
自
己

の
哲
学
全
体
の
根
本
と
す
る
こ
と

が
ベ
ル
ジ
ャ
ー
エ
フ
の
立
場

な
ら
、
幾
分
表

現
は
違
っ
て

い
る
と
し
て

も
、

同
じ
こ
と

を
ヤ
ス
パ
ー
ス
も
ま

た
主
張

し
た
。
主

著
で
あ
る
『
哲
学
』

三
巻

の
、
特
に
序
論
に
お
け
る
実
存

の
三

つ
の
規

定
、

そ
し
て
第
二
巻
「

実
存
照

明
」

の
最
大
の
問
題
で
あ

る
「
自
由

」
の
論
述
が
そ
う
で

あ
る
。
す

な
わ
ち
、

ヤ

ス
パ
ー
ス
の
定
義
に
よ
れ

ば
「
実

存
と
は
決
し
て

客
観

と
な
る
こ

と
の
な

い
も
の
」
で

あ
り

、「
私

が
思
考
し
、
行
動
す
る
と
こ
ろ
の
根
源
」
で

あ
り
、

か
つ
「
自
己
自
身
に
関
係
し
、
こ
の
関
係
に
お
い
て
自
己

の
超
越
者

に
関
係

す

る
と
こ
ろ
の
も
の
」
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
定
義
の
内
容

を
充
実

さ
せ
て

い

く
こ

と
が
、
『
哲
学
』
全
体
の
課
題
で
あ

り
、

ひ
い
て

は
ヤ
ス
パ
ー
ス
哲
学

全
体
の
そ
れ
で
あ
る
。
こ
の
定
義
に
よ
る
か
ぎ
り
、
ヤ
ス
パ
ー
ス
哲
学
の
本

質
は

″
実
存
と
超
越
者
と
の
関
係
性
、
あ
る
い
は
異
質
性
″

を
問

う
こ
と

に

あ
り
、
基
本
的
に

ベ
ル
ジ
ャ
ー
エ
フ
哲
学
と
端
初
を
同

じ
く
し
、

哲
学

と
い

う
こ

と
の
姿
勢
も
一
致
し
て
い
る
。

続

い
て

ヤ
ス
パ
ー
ス
は

、
実
存
と
超
越
者
と
の
関
係
性

に
お
い
て
「

存
在

と
現
象
」

を
区
別
し
、
存
在

を
規
定
し
て
い
く
。
こ
の
規
定
は

、
実
存
の
定

義
と
相
俟
っ
て

ヤ
ス
パ
ー
ス
哲
学
の
基
礎
的
な
構
造
を
形
作

っ
て

い
く
も
の

で
あ

る
。
そ
こ
で
い
わ
れ
る
「

現
象
は
現
存
在
す

る
が
、
現
存
在
は
存
在
そ

の
も
の
で
は
な
い
」
、

あ

る
い
は
「

実
存
は
現
存
在
と
し
て

現
象
す
る
」
と

は
、
区
別
の

立
て
方
自
体

が
一
見
し
て
カ
ン
ト
的
で
あ
る
と
と
も

に
、

ベ
ル

ジ
ャ
ー
エ
フ
と
も
共
通
す
る
視
点
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
と
い
う
の
は

、
人

間

が
神

に
関
す

る
真
理

を
述

べ
よ
う
と
す
る
と
き
、
相
互

に
矛
盾
し
た
判
断

の
ま
ま
で
、
逆
説
的
に
表
現
す

る
よ
り
仕
方
が
な
い
と
い
う
認
識
は

、
ベ
ル

ジ
ャ
ー
エ
フ
は

カ
ン
ト

か
ら
学

ん
だ
の
で
あ
り
、
何

と
い

っ
て
も
「

主
体
と

客
体
の
対
立
の
上
に
認
識
論

が
築
か
れ
た
」
こ
と
を
容
認
し
て
い

る
か
ら
で

あ
る
。
し
た

が
っ
て
、
こ
こ
で
言
え
る
こ
と
は
、
現
象
と
物
自
体
の
単
な
る

区
別
だ
け
で
な
く
、
現
象
の
な
か
に
叡
知
的
な
も
の
が
影
を
投
じ
て
い
る
と

い
う
見
通
し

に
お
い
て
、
言
い
換
え
れ

ば
、
超

越
す

る
と
い
う
カ
ン
ト
的
な

学哲存実のフエ一ヤジルベ
ｑ
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作
用

が
優
勢
で
あ
る
と
い
う
点
で
、
両
者
は
等
し
く

カ
ン
ト

哲
学

を
介
在

さ

せ
て

い
る
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
ヤ

ス
パ
ー

ス
は
、「

存
在
は
そ

れ
が
現

象
す

る

と

き
、
時
間
的
現

存
在

に
と
っ
て
は
、
克
服
不
可

能
な
二
重
性

の
な
か
に
、

す
な
わ
ち
、
客
観

的

に
根
底
に
あ
る
も
の
と
し
て
は
思
惟

さ
れ

な
い
超

越
者

の
近
づ
き
が
た
い

即
自
存
在
と
、
現
存
す
る
意
識
で
は
な
い
実
存
の
自
己
現
在
的
な
存
在
と
い

う
二

重
性
の
な

か
に
と
ど
ま

る
。
実
存
と
超
越
者

と
は
、
異
質

的
な
も
の
で

あ
る

が
、
し

か
し
相
互
に
関
係
し
合
う
も

の
で

あ
る
。
こ

の
関
係

そ
の
も
の

が
現
存
在
の
な
か
に
現
象
す
る
の
で
あ
る
」
と
い
う
。
つ
ま
り
、
現
象
と
い

う
見

方

が
理
論
的
に
は
不
可

能
な
超
越
と
い
う
働

き
を
可
能

的
実
存

と
し
て

の
「
現
存
在
」
―
―
ベ
ル
ジ
ャ
ー
エ
フ
流
に
い
う
な
ら
ば
「
実
存
的
主
体
」

―
―
に
可
能
と
す
る
わ
け
で
あ
っ
て
、
ヤ
ス
パ
ー
ス
は
、
主
観
―
客
観
の
分

裂
―
―
こ
れ
も
ベ
ル
ジ
ャ
ー
エ
フ
の
表
現
で
は
「
わ
れ
と
客
体
と
の
間
の
永

遠
の
葛
藤
」
―
―
を
、
す
な
わ
ち
カ
ン
ト
的
な
対
立
を
克
服
し
よ
う
と
努
め

て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
点
で
も
両
者
は
基
本
的
に
致
し
て
い
る
。

だ

が
、
両
者

は
克
服
の
仕
方

に
お
い
て
異

な
っ
た
展
開

を
み
せ
て

お
り
、

共
通
項
を
も
ち
な
が
ら
も
そ
れ
ぞ
れ
分
岐
し
て
い
る
。
ま
ず
、
一
方
の
ヤ
ス

パ
ー
ス
で
は
、
知
的
直
観
に
よ
っ
て
主
観
―
客
観
の
統
一
に
移
行
す
る
こ
と

が
で
き

る
と
し

た
シ
ェ
リ
ン

グ
の
主
張
に

あ
る
部
分
で

は
従

い
な

が
ら
、
結

局
は
こ
れ

を
拒
否
し
て
新

た
に
「

包
越
（
括
）
者
」

と
い
う
も
の

を
考
え
出

し
た
。
こ
の
包
越
者
こ
そ
主
観
と
客
観
と
の
二
元
性

に
お
い
て
、
一
切
の
可

能

性

を
開
き
、
一
切

を
包
む
も
の
で

あ

り
、「

哲
学
的
信
仰
」
の
対
象
を
な

す
も
の
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
ヤ
ス
パ
ー
ス
は
、
先
行
す
る
哲
学
の
諸
原
理

を
自
ら
の
哲
学
の
な
か
に
組
み
入
れ
る
と
い
う
、
ま
る
で
へ
―
ゲ
ル
の
よ
う

な

″
体

系
化
″
を
試
み

た
か
の
よ
う
で

あ
る
。

だ
が
、
そ
れ
は
可

能
性
の
段

階
に
止
ま
る
こ
と
は
い
う
ま
で

も
な
い
。
同

様
の
性
質

の
移
行
、
つ
ま
り
、

あ
た
か
も
カ
ン
ト
か
ら
へ
―
ゲ
ル
ヘ
と
い
う
よ
う
な
展
開
の
成
り
行
き
は
、

ベ
ル

ジ
ャ
ー
エ
フ
に
お
い
て

も
認
め
ら

れ
る
。
そ
れ
は
、
ベ
ル
ジ
ャ
ー
エ
フ

が
「
精
神
の
哲
学
」
を
主
張
す
る
と
き
、
「
精
神
―
霊
」
に
対
立
す
る
も
の

と
し
て
排
斥
さ
れ
る
「

自
然
」
と

い

う

も

の
の
位
置

づ
け
に
よ
っ
て

判
明

す
る
と
思
わ
れ
る
。
ベ
ル
ジ
ャ
ー
エ
フ
で

は
、
真

の
根
源
的
実
在
、
つ
ま
り

本
体

の
世
界

は
客
体
化

作
用
で

は
た
く
、
霊

的
直
接
的
経
験
に
よ
っ
て

は
じ

め
て

捉
え

得
る
世
界
で

あ
る
か
ら
、
こ

れ
に
必
然
的
に
対
立
し
て
く
る
自
然

は
仮
象
・
現
象
の
世
界
で

あ
っ
て
、

ま
さ
に
客
体
化
し

た
体
系
的
世
界

で
あ

る
。
こ
う
し
た
思
惟

は
、
自

然
が
創
造

的
精
神

と
の
関
係
に
お
い
て
疎
外

の

状
態
に
あ
る
と
い
う
と
こ
ろ
で
、
ヘ
ー
ゲ
ル

的
な
思
惟
に
復
帰
し
て
い
る
。

た
と
え
”
主
体
―
客
体
”
と
い
う
用
語
法
に
重
き
を
置
い
た
と
し
て
も
で
あ

る
。
客

体
的
世
界
に
対

す
る
実

存
的
主
体

の
優
位

を
主
張
す
る
あ
ま
り
に
、

へ
ー
ゲ
ル
的
な
論
理
を
辿
っ
て
し
ま
う
こ
と
の
一
つ
の
理
由
は
、
カ
ン
ト
の

二
元
的
区
別
を
非
常
に
重
要
な
も
の
と
認
め
な
が
ら
も
、
本
体
界
は
認
識
で

き

な
い
と
断

じ
た
点

に
自
ら

の
立
場

と
の
絶
対

的
差
異

を
置
く
と
い
う
こ
と

で
あ

っ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ

も
そ
も

な
ぜ
人
間

は
客
観
的
形
式
に
よ
っ
て

事

物

を
認
識
し

な
け
れ

ば
な
ら

な
い
か
。

カ
ン
ト
哲
学
は
こ
れ
に
答
え
て

な
い

い
。
「
カ
ン
ト
に
は
本
当
の
意
味
で
精
神
の
哲
学
と
い
う
も
の
が
な
い
」
―
―



あ
っ
て
も
そ
れ
は
ま
だ
「

悟
性
的

な
も
の

を
考
え
て
い

た
」

と
思

わ
れ
る
の

で
あ

る
。
ベ
ル

ジ
ャ

ー
エ
フ

に
と
っ
て
「
精
神

と
は
何

か
。
自
由
で
あ
る
。

自
由
と
は
何

か
。
自
由

は
否

定
神

学
の
領
域

に
属

す
る
。
言

葉
に
表
わ
す
す

べ
も

な
い
。
精
神
は

い
か
な
る
悟

性
化

を
も
拒
否

し
、
意
識

を
超
越
す
る
」

も
の
で
あ

る
。
ま

さ
に
精
神

―
自

由
と
は
実

存
的
主
体

の
優
位
に
発
し
、
同

義

の
も
の
で

あ
る
。

ベ
ル
ジ
ャ
ー
エ
フ
と
ヤ
ス
パ
ー
ス
と
は
基
本
的
に
立
脚
点
を
同
じ
く
し
て

い
る
。
先
に
上
げ
た
ベ
ル
ジ
ャ
ー
エ
フ
の
表
現
に
よ
る
な
ら
ば
、
両
者
は
存

在
に
対
す

る
自
由

の
優
位
、
客
体

的
世
界

に
対
す

る
実

存
的
主
体
の
優
位
、

そ
し
て
ま
た
カ
ン
ト
的

な
意
味
に
お
い
て
の
二
元

論
、
自

然
主
義
で
は
な
い

精
神
の
哲
学
に
立

っ
て

い
る
。
し

た
が
っ
て
、
思
索

の
一
定

の
発
展

経
路
に

お
い
て
も
類
似
す
る
と
こ
ろ

が
認

め
ら
れ
る
わ
け
で

あ
る
。
こ

れ
ら
は
も
っ

と
一
般
化
す

る
と
、
両
者

が
構
成

し
よ
う
と
す
る
哲
学

的
な
ヴ
ィ

ジ
ョ
ン

が

一
致
し
て

い
る
と

い
う
こ

と

で

あ

る
。
し
か
し
、
相

違
点

の
場

合
は
ど
う

か
。

も
っ
と
も
本
質

的
な
相
違
は
、
両
者
の
哲
学
的
理
念
の
背
後
に
想
像
さ

れ
る
宗
教
的

伝
統

の
違
い
で
あ
ろ
う
。
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
ベ
ル

ジ
ャ

ー
エ
フ
で

は
そ
の
キ
リ

ス
ト
教
哲
学
の
背
後
に
た
と
え
教
義

的
、
教
会
的
で

は
な
い
に
し

ろ
正
教

が
控
え
て
い

る
。
一
方
、
ヤ
ス
パ
ー
ス
で
は
こ
と
さ
ら

″神
″

と
い
う
言
葉

を
避

け
て
「

超
越
者
」
と
い
う
表
現
を
用

い
て
い
る

が
、

そ
こ

に
こ
そ

プ
ロ
テ

ス
タ
ン
ト
的
色
彩
が
強
く
表
わ
れ
て
い
る
と
一
般
に
い

わ
れ
て

い
る
。

プ
ロ
テ

ス
タ
ン
ト
的
色
彩
と
は
、
同

じ
キ
リ

ス
ト
教
で
も
異

な
っ
た
土
壌

に
育

っ
た
ベ
ル
ジ
ャ
ー
エ
フ

か
ら
み

れ
ば
、

ド
イ
ツ

哲
学
の
、

そ
し
て
西

欧
的
思
惟

の
伝
統
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
ヤ
ス
パ
ー

ス

自

身

が
、

「
私
は
私
の
思
索
の

う
ち
に
、
こ
れ
ま
で
の
西

欧
的
思
惟
の
自

然
的
・
必
然

的
な
帰
結

を
心
切

」

と
言

っ
て

い
る
が
、
そ
れ
は
ヤ
ス

パ
ー
ス
哲
学

全
体

を

存
在
論

的
・

認
識
論
的
に
基

礎
づ
け

る
、
先
の
「

包
越
者
」
と
い
う
論
理
思

考

に
強

く
影

響
し
て
い
る
。
そ
こ
に
は
少
な
く
と
も
二
つ
の
歴
史
的
源

泉
が

考
え
ら

れ
る
。
一
つ
は
ア

ナ
ク
シ
マ
ン
ド
ロ
ス
以
来
の
「
万

物
を
包
み
、
万

物
を
操
る
」
と
い
う

ギ
リ

シ
ア
的
な
最
高
原
理
で
あ
り
。
も
う
一
つ
は
、
近

代

に
お
い
て
「

純
粋
理
性
」
の
理
想

を
定
立
し
た
ほ
か
な
ら
ぬ

カ

ン

ト

の

「
超

越
」
で

あ
る
。

″
包
越
（

括
）
者
論
″
に
は
、
ギ
リ

シ
ア

的
な

″包
括

性
″
と
と
も
に
、
カ
ン
ト
に
と
っ
て
の
神
で
あ
る
よ
う
な
キ
リ
ス
ト
教
―
―

プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
―
―
に
お
け
る
″
超
越
性
″
が
綜
合
さ
れ
て
い
る

と
思
わ
れ

る
。

だ
が
ヤ
ス
パ
ー
ス
に
と
っ
て

神
は
、
「

す
べ
て

の
包

越
者

を

担
い
得
る
真
の
包
越
者
」
で
あ
り
、
最
高
原
理
を
解
読
す
る
た
め
の
「
暗
号
」

で

あ
る
。
し

た
が
っ
て
、

ヤ
ス
パ
ー
ス
は
こ
の
た
め
に
『
理
性
と
実
存
』
以

来
、
包
越
者
の
諸
相
を
主
観
と
客
観
の
系
列
に
よ
っ
て
分
類
し
、
『
真
理
に
つ

つ
い
て
』
で

そ
れ
を
「

哲
学

的
論
理
学
」
の
課
題
と
し
、
体

系
化
し
よ
う
と

し
た
。
こ
こ

に
至

っ
て

ベ
ル
ジ
ャ
ー
エ
フ
の
受
け
止

め

方

は
、「

ヤ
ス
パ
ー

ス
に
あ
っ
て

は
超
越

の
イ
デ
ー
が
中
心
に
立
っ
て
い
る
。
形
而

上
学

は
彼
に

と
っ
て

は
学
問
で

は
な
く
、
超

越
的

な
も
の
を
実
存
の
意
識

に
お
い
て
了
解

せ
し

め
る
言
語

の
機
能
で

あ
る
。
そ

れ
故
、
彼
は
暗
号

や
象

徴
に
非
常

に
大

き
な
意
味
を
付
与
す
る
の
で
あ
る
」
と
批
判
的
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
さ

ら

に
ヤ
ス
パ
ー
ス

で

は
、「

現
存
在
・
意
識
一
般
・
精
神
」
は
「
世
界
」
に
、

学哲存実のフエ一ヤ
ジルベ―

冖
ｎ

ｙ



そ

し

て

「

実

存

」

は

「

超

越

者

」

に

対

応

す

る

。

こ

の

間

の

質

的

飛

躍

、

つ

ま

り

主

観

、

客

観

の

両

極

分

裂

を

統

一

し

よ

う

と

す

る

意

志

が

「

理

性

」

で

あ

る

。

そ

の

よ

う

に

実

存

か

ら

の

哲

学

が

、

同

時

に

理

性

に

よ

る

哲

学

と

な

っ

て

自

ら

の

う

ち

に

組

織

化

を

要

請

す

る

こ

と

こ

そ

、

ベ

ル

ジ

ャ

ー

エ

フ

か

ら

す

れ

ば

、
「

実

存

に

つ

い

て

の

カ

テ

ゴ

リ

ー

」
、

す

な

わ

ち

「

客

体

化

」

で

あ

る

。

こ

れ

は

ヤ

ス

パ

ー

ス

の

み

な

ら

ず

、

ハ

イ

デ

ッ

ガ

ー

な

ど

に

つ

い

て

も

い

え

る

こ

と

で

あ

り

、

彼

ら

は

「

人

間

の

問

題

を

そ

の

真

の

意

義

に

お

い

て
―
―
つ
ま
り
認
識
と
存
在
に
関
す
る
学
説
の
根
本
主
題
と
し
て
―
―
提
起

し

て

は

い

な

い

。

し

た

が

っ

て

、

彼

ら

が

存

在

論

と

解

し

て

い

る

も

の

は

、

し

ば

し

ば

我

々

に

は

心

理

学

の

よ

う

な

印

象

を

与

え

て

し

ま

う

の

で

あ

る

。

そ

の

点

、

キ

リ

ス

ト

教

哲

学

こ

そ

、

そ

の

本

質

か

ら

し

て

人

格

的

な

実

存

の

考

察

で

あ

っ

て

、

客

観

的

な

事

実

に

つ

い

て

の

考

え

で

は

な

い

。

私

の

人

格

主

義

は

、

ま

さ

に

こ

の

意

味

で

キ

リ

ス

ト

教

哲

学

に

つ

な

が

っ

て

い

る

の

で

あ
る
」
。
こ
の
あ
た
り
が
両
者
そ
れ
ぞ
れ
の
分
か
れ
道
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
「
実
存
哲
学
―
―
Ｅ
ｘ
ｉ
ｓ
ｔ
ｅ
ｎ
ｚ
-
Ｐ
ｈ
 
ｉ
 
ｌ
ｏ
ｓ
ｏ
ｐ
ｈ
ｉ
ｅ
」
の
名
づ
け
親
で

あ

り

、

今

世

紀

に

お

け

る

そ

れ

の

展

開

と

推

移

を

見

守

っ

て

き

た

ハ

イ

ネ

マ

ン
が
喩
え
る
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
ヤ
ス
パ
ー
ス
は
「
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
り
、
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
。
ハ
イ
ネ
マ
ン

は

両

者

を

具

体

的

に

比

較

し

て

は

い

な

い

。

し

か

し

、

ベ

ル

ジ

ャ

ー

エ

フ

は

ど

こ

で

何

を

ｓ
ｐ
ｒ
ｉｎ
ｇ
ｅ
ｎ

し

、

ヤ

ス

パ

ー

ス

は

ｓ
ｃ
ｈ
w
ｅ
ｂ
ｅ
ｎ

し

て

い

る

と

い

う

の

で

あ

ろ

う

か

。

ま

た

、

ベ

ル

ジ

ャ

ー

エ

フ

よ

り

十

歳

若

く

、

同

じ

く

ソ

連

か
ら
追
放

さ
れ

た
シ
ュ
テ

プ
ー
ン
と
い
う
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
大
学
教

授
が
、

ベ

ル
ジ
ャ
ー
エ
フ
に
対
す
る
追
悼
の
意
を
込
め
た
論
文
に
お
い
て
「
ヤ
ス
パ
ー

ス
は
超
越

を
め
ざ
し
て
考
え

る
が
、

ベ
ル

ジ
ャ
ー
エ
フ

は
超

越

か
。ら

考

え

る
」

と
言

っ
て
い

る
の
は

、
両
者
の

ど
う
い
う
違
い
を
捉
え
て

の
こ
と
な
の

で

あ
る
か
。

ま

ず
ハ
イ
ネ
マ

ン
の
指
摘

に
沿

っ
て
答
え
よ
う
と
す

る
な
ら

ば
、

ヤ
ス
パ

ー
ス
は
西

欧
的
思
惟
の
伝
統
の
な

か
で
、
合
理
を
め
ざ
す
そ

の
志
向
性
の
故

に

か
え
っ
て

さ
ま
よ

い
、

ベ
ル
ジ
ャ
ー
エ
フ
は
ロ

シ
ア
的
思
惟
の
う
え
で
、

そ
の
神
秘
的
合
一
性
の
故
に
一
気
に
飛
翔
す

る
、
と
い
う
こ

と
に

な
る
の
で

あ
ろ
う
か
。
ま
た

シ
ュ
テ
プ

ー
ン

が
言
わ
ん
と
す

る
と
こ
ろ

は
、
次
の
よ
う

な
相
違
で

は
な
い
だ
ろ
う

か
。
す
な
わ
ち
両

者
は
そ
れ
ぞ
れ

”
超
越
″
と
い

う
こ
と
を
前
提
し
て

い
る
。
け
れ
ど
も
、「

思
索

は
本
性
上
体
系
的
で
あ

る
」

と
す
る
ヤ
ス
パ
ー
ス
で
は
体
系
化
が
む
し
ろ
自
ら
の
「
哲
学
」
の
限
界
と
な

っ
て
、
結
局
、
超
越
者
の
確
認
と
い
う
″
こ
の
世
”
に
お
い
て
巻
を
閉
じ
な

け
れ

ば
な
ら
な
い
。
一
方
の
そ
れ
に
対
す
る
ベ
ル
ジ
ャ
ー
エ
フ
で
は
「

精
神

と
は
、
霊
と
は
、
神
の
息
吹
き
―
―
プ
ネ
ウ
マ
で
あ
る
」
と
い
う
″
別
な
世

界
″
に
帰
す
る
た
め
、
か
え
っ
て
「
超
越
を
か
な
た
の
暗
い
地
平
線
と
は
考

え

ず
、
自
己

の
う
ち
な
る
明

る
い
泉
と
感
じ
る
」
こ

と
が
可

能
で
あ
る
。
い

ず
れ
に
し
て

も
両
者

の
差
異
は
、
本
質

的
、
究
極
的

な
世
界
観
の
相
違
に
関

わ
る
よ
う
で

あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
差
異

は
そ
れ
ぞ
れ
の
哲
学
の
性
格
と
方

向

を
決
定

づ
け
る
支

点
に
お
い
て

、
決
し
て
相
互

に
脈
絡
の
な
い
も
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
。
実

存
の
世
界
を
、
哲
学
と
い
う
も
の
を
、
あ
く
ま
で
も
人
間



か
ら
の
人
間
に
よ

る
、
す

な
わ
ち
対
象
化

さ
れ

な
い
人
間

存
在
の
深
み

か
ら

の
世
界
認
識
と
み
な
す
視
座
に
お
い
て
、
相
通
じ
る
主
体
性
―
―
実
存
が
あ

る
と
思

わ
れ
る
の
で

あ
る
。
少

な
く
と
も
両
者

は
も
は
や
何
か
″
別
な
世
界
″

を
追
求
し

な
い

ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
や
サ

ル
ト

ル
と
は
異

な
っ
て

い
る
。

三

ベ
ル

ジ
ャ
ー
エ
フ

は
二
度

の
大
戦
の

ほ
か
、
四
度

も
の
投
獄
、
果
て

は
ポ

ル
シ
ェ
グ
ィ
キ
に
よ
る
国
外
追
放
を
経
験
し
て
い
る
。
思
え
ば
こ
の
時
代
の

ヨ
ー
ロ
ッ

パ
思
想
界

は
、

マ
ル
ク
ス
派

の
哲
学
や

プ
ラ

グ
マ
テ
ィ

ズ
ム
、
あ

る
い
は
論
理
分
析
派

の
哲
学

な
ど
も
そ

れ
ぞ
れ
新
し
く
導
入
さ
れ
て
い
た
。

し

か
し
、

ハ
イ

デ
ッ
ガ
ー
、

マ
ル
セ
ル
、
サ
ル
ト

ル
、

そ
し
て

、
こ
の
度
、

対
峙
的
に
捉
え
よ
う
と
し
た
ヤ
ス
パ
ー
ス
な
ど
の
名
前
が
連
立
す
る
こ
と
に

お
い
て
、
ま

さ
に
実
存

哲
学
、

も
し
く

は
実
存
主
義

の
哲
学
の
興
隆
期
で
あ

っ
て
、
哲
学
史

の
上
で

一
つ
の
位

置
を
確

立
し
た
時
期
で

あ
っ
た
。
と
こ
ろ

が
し

ば
し

ば
言

わ
れ
て

い
る
よ
う
に
、
改

め
て
問

い
直
し
て
み
て
も
そ
こ
に

は

″
実
存
”

の
哲
学

と
し
て
共

通
す
る
何
ら
か
の
公

理
体
系
や

あ
る
内
容

を

定
義
づ
け

る
も

の
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
ま
た
特
定
の
方
法

と
い
う
も
の

も

な
く
、
第
一
、
各
人

に
よ
っ
て
言
葉

が
違
い
、

そ
の
用

語
法

も
解
釈
の
仕

方
も
そ
れ

ぞ
れ
異

な
る
。
し
た
が
っ
て

、
時
代

の
思
想
界
に
敏
感
で
あ
っ
た

ベ
ル
ジ
ャ
ー
エ
フ

が
、「
実
存

主
義

哲
学

は
、
私

の
捉

え

た
人
間
性
の
、
す

な
わ
ち
、
形
而
上
学
的
意
義
に
達
し
た
人
間
性
の
一
表
現
に
す
ぎ
な
い
」
と

述

べ
て

い
る
こ

と
は
、
″実

存
哲
学
″

と
い
う
も
の
の

も
つ

あ
い
ま
い
さ
を

言

い
当

て
て

、
む
し
ろ
当
然
で
あ
り
、
決

し
て
自
分
の
思
想

の
全
体
を
表
わ

す
も
の
で
は
な

か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
そ

れ
な
ら

ば
、
実
存
哲
学
に
対
す
る
一

般
的
・
包
括
的

な
理

解
は
不
可

能
で
あ
る
か
と
い
う
と
、
こ

れ
も
例
え

ば
ベ

ル

ジ
ャ
ー
エ
フ

が
「
私
は
も
っ
と
も
非
人
間

的
な
時
節

に
あ
っ
て
、
人
間
性

を
告
知
し
よ
う

と
試
み
た
の
で
あ
る
」

と
い
う
か
ぎ
り

に
お
い
て
は
可

能
で

あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
一
方
で
の
繁
栄
と
豊

か
さ
の
な
か
で

、
そ
れ
と
は
対
称

的
に
も
う
一
方
で

の
人
間
の
物
質
化
、
水
平
化

、
精

神
の
空
白

化
と
い

う
時

代
の
窮
乏
に
鑑
み
て
、
人
間
の
回

復
を
求

め
、

本
来

的
自
己

の
覚
醒

を
め
ざ

す
と
こ
ろ
に
相
交

わ
る
思
想

が
あ
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て

、
こ
の
人
間
存
在
の

固
有
の
あ
り
方

を
実
存
と
呼
び
、
こ

れ
を
問

う
こ

と
こ

そ
が
実
存
哲
学
の
主

題
で
あ
る
と
考
え

る
な
ら

ば
、
実
存
哲
学

を
掲

げ
る
人

々
は
皆
こ
れ
を
徹
底

し
て
い
る
は
ず
で

あ
る
。

そ
れ
で
は
ヤ
ス
パ
ー
ス
と
ベ
ル
ジ
ャ
ー
エ
フ
と
い
う
二
人
を
突
き
合
わ
せ

る
こ

と
で
、
我

々
が
窺
い
知

る
べ
き

″
実
存
″
の
問

題
、
そ
し
て
ま

た
ベ
ル

ジ
ャ
ー
エ
フ

の
「
実

存
」
に
特
定
の
問

題
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
派
生
的

な
細

か
い
事

が
ら

は
除
外

せ
ざ
る
を
得
な
い
と
し
て

も
、
両

者

が
主
に
相
違
す
る

と
こ
ろ

か
ら
概

ね
以
下
の
よ
う
な
こ
と
を
考
え

る
の
で

あ
る
。

は
じ

め
に
、
ま

ず
ベ
ル

ジ
ャ
ー
エ
フ
の
次
の
よ
う
な
発
言

に
留
意
し

た
い

と
思
う
。
す
な
わ
ち
「
ヤ
ス
パ
ー
ス
と
は
そ
の
哲
学
の
根
本
に
お
い
て
互
い

に
通
じ
合
う

も
の
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、

し
か
し
私

は
キ
ル
ケ

ゴ
ー

ル
か
ら
出
た
も
の
で

は
な
く
、（

ヤ
ス
パ
ー
ス
が
言

う
意
味
で

の
）
実

存

哲

学
と
い
う
言
葉
も
使
っ
て
は
い
な
い
」
。
こ
れ
は
、
具
体
的
に
言
え
ば
。
そ

学哲存実のフエ一ヤジルベCＯ
冖
り



れ
ほ
と
ヤ
ス
パ
ー
ス
は
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
を
前
提
と
し
て
い
る
と
い
う
指
摘
で

あ
ろ
う
。
な
る
ほ
ど
言

わ
れ
る
通
り
、
ヤ
ス

パ
ー
ス
で
は
、
先

に

上

げ

た

「

実
存
」
の
規
定

に
し
て
も
、
キ
ル
ケ

ゴ
ー
ル
に
よ
る
人

間

の

定

義
－

『
死
に
至
る
病
い
』
の
冒
頭
の
句
―
―
を
意
識
的
に
引
用
し
て
い
る
。
ま
た
、

「
実

存
が
己

れ
の
可
能

性
を
確
証
す
る
の
は
、
超
越
者
に
基
礎
づ
け
ら
れ
て

い
る
こ

と
を
心

得
て
い
る
と
き
の
み
で
あ
る
。
も
し
自
己
を
本
来
的
存
在

と

み

心
肝

な
ら
ば
、
実

存
は
自
己
生
成
に
対
し
て
心
を
開
く
こ
と

を
喪
失

し
て

し
ま
う
」
な
ど
の
表
現

に
あ
る
よ
う
に
、「

実
存
」
と
「
超
越
者
」

と

の

関

係
、

お
よ
び
人
間

が
絶
対

的
自
由
を
誇
れ

ば
絶
望
に
陥
ら
ざ
る

を
得

な
い
と

い
う
「
自
由
」

と
の
意
識

関
係
に
お
い
て
、
そ
の
概
念
装
置
は
実
に
キ
ル
ケ

ゴ
ー
ル

的
で
あ

る
。
こ
れ

ら
は
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
か
ら
の
影

響
で
あ
る
と
し
て

も
、

ヤ
ス
パ
ー
ス
哲
学
全
体

に
お
い
て
決
し
て

部
分
的
な
問
題
で
な
い
。
む

し
ろ
そ
の
骨
格

を
な
す

だ
け
に
ベ
ル

ジ
ャ
ー
エ
フ
の
発
言

は
重
要

で
あ

る
。

と
こ
ろ
で
そ
の
ベ
ル
ジ
ャ
ー
エ
フ
自
身

が
、
ド
イ
ツ
に
お
け
る
、
あ

る
い
は

ド
イ
ツ

的
な
思
惟
に
お
け
る
実
存
哲
学
の
真
の
功
労
者
と
し
て
積
極
的

に
認

め
る
の
は
、

キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
で
は
な
く
て
ニ

ー
チ
ェ
で
あ

る
。
そ
の
理
由

は
、

「
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
は
か
え
っ
て
人
間
性
、
キ
リ
ス
ト
の
人
間
性
を
否
定
す
る

傾
向
が
あ
る
」
と
い
う
意
味
で
注
意
を
要
す
る
が
、
「
ニ
ー
チ
ェ
は
キ
リ
ス

ト
教
に
つ
い
て
実
に
多
く
の
不
当
な
こ
と
を
書
い
た
が
、
同
時
に
真
に
キ
リ

ス
ト
と
キ
リ
ス
ト
教
的
主
題
に
触
れ
て

い
た
」

と
い
う
こ

と
で

あ
る
。

こ
の
よ
う
な
相
違
点
か
ら
思
う
こ
と
は
、
一
般
的
に
実
存
哲
学
の
系
列
に

お
い
て
共

に
先

駆
的
・
代
表
的

な
存
在

と
さ
れ
て

い
る
キ

ル
ケ
ゴ
ー
ル
と
二

ー
チ
ェ
と
の
差
異
で
あ
り
、
こ
の
差
異
が
両
者
に
ど
う
関
係
す
る
か
と
い
う

こ

と

で

あ

る

。

し

か

し

、

よ

り

ペ

ル

ジ

ャ

ー

エ
フ

に

関

し

て

言

う

な
ら

、

常

に
西

欧

的

思

惟

を

自

ら

の

哲

学

の

基

礎

に
取

り

入

れ

な

が
ら

も
、

な

お
こ

の

勢

力
圏

の
外

に

出

よ

う

と

す

る
立

場

で

は
、

こ
う

し

た
差

異

が

ど

う

認
識

さ

れ

る

か

と

い

う

こ

と

で

あ

る
。

さ

ら

に

ベ
ル

ジ

ャ
ー

エ
フ

の

主

張

を
追

っ
て

み

る

と

、
「

キ

ル

ケ

ゴ

ー

ル

は

疑

惑

か

ら

で

は

な

く

、

絶

望

か
ら

出
発

し

よ
う

と
す

る
。

彼

に

よ

れ

ば
絶

望
は
主
体
を
客
体
か
ら
分
つ
距
離
を
あ
ら
わ
す
―
―
絶
望
の
経
験
は
真
理
の

拡

大

を
結

果

と

し

て

も

た

ね

ぱ
な

ら

な

い

。
内

的

な

も
の

は
外

的

な

も
の

で

は

完

全

な

表

現

を

見

い

出

す

こ

と

が

で

き

な

い
。

こ

の
こ

と

は
私

に

と

っ
て

は
、

常

に
主

体

的

な

も

の

に

隠

れ

家

を
見

い
出

す

精

神

が
対

象

的

も

の

に

お

い

て

は
表

現

で

き

な

い

と

い

う

こ

と

を
意

味

す

る
」

と
キ

ル
ケ

ゴ

ー

ル
批

判

が
自
説
に
引
き
寄
せ
ら
れ
、
結
局
、
「
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
言
葉
に
は
い
く
ら

か
の
真
理

が
あ
る
け
れ

ど
も
、
し
ば
し
ば
真
理

を
歪
曲
し
て

い
る
」

と
言
わ

ざ
る
を
得
な
く
な

る
。
一
方
、
ニ
ー
チ

ェ
に
対
し
て

は
、
そ

の
積
極

性
が
三

つ
の
創
造
的
活
動
に
あ

る
と
し
て
、「

人
間

的
な
も

の

と
、
彼

が
超
人
的

と

み

る
神
的
な
も
の
と
の
間

の
関
係
」
、「
彼

に
よ
れ
ば
新
価
値

を
創

造
す

る
使

命
が
あ
る
人
間
の
創
造
的
な
活
動
」
、
お
よ
び
「
苦
悩
と
苦
悩
に
反
抗
す
る
英

雄
的
な
力
」
の
三
つ
を
そ

れ
ぞ
れ
評
価
す
る
。
そ
の
う

え

で
、「

ド
イ
ツ
的

思
惟
に
お
け
る
神
的

な
も
の
と
人
間
的
な
も
の
」

の
関
係

を
「
実

存
的
弁
証

法
」
と
い
う
発
展
的

な
方

向
に
導
い
た
と
認
め
得
る
。
し
か
し
、

そ
の
際

に

も

ベ
ル

ジ
ャ
ー
エ
フ
は
自
己

の
視
点
か
ら
次
の
よ

う
に
付
け
加
え

る
こ

と
を



忘
れ

な
い
。

す
な
わ
ち
、「
神

的
な
高

さ
へ
の
ニ
ー
チ

ェ
の
努

力

は
、
人
間

を
超
克
し
よ

う
と
す

る
意
志

を
そ
の
表
現

と
し
た
。
そ
れ
故

、
彼

は
彼
に
と

っ
て
神
的

な
も
の
の
偽
名
で

あ
る
超
人
の
到
来

を
告
知
す
る
。
こ
こ
に
お
い

て
我
々
は
神
的

な
も
の
と
人
間
的
な
も
の
と
の
弁
証
法

が
停
止
す

る
限
界

に

触
れ

る
」
。

こ
の
よ
う

な
ヤ
ス
パ
ー
ス
批
判
に
は
じ
ま

る
と
こ

ろ
の
キ

ル
ケ
ゴ
ー
ル
批

判
、
そ
し
て
ま
た
ニ

ー
チ

ェ
に
対
す
る
ベ
ル

ジ
ャ

ー
エ
フ
の
見
解
の
根
拠
に

は
、
結
局
、「

神
的
な
も
の
と
人
間
的
な
も
の

ど

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
宗
教
性
の
経
験
」
、
ひ
い
て

は
そ
れ
に
基
づ
く
「

ド
イ
ツ
的
思
惟
」
に

対
す

る
反
目

が
あ
っ
た
か
ら
で

あ
る
。
元
来
、

ベ
ル
ジ
ャ
ー
エ
フ
の
み
な
ら

ず
ロ

シ
ア
の
知
識
人

グ
ル
ー
プ
の
間

に

は

、「

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
」
に
お
い
て
一
致
し
た

批
判
精
神

が
あ

っ
た
。
こ
の
批
判
的
精
神

を
ロ
シ
ア
人

と
し
て
受
け
継

い
で

い
る

ベ
ル

ジ
ャ
ー
エ
フ
に
と
っ
て
は
、
キ
ル
ケ

ゴ
ー
ル
、

ニ
ー
チ

ェ
、
そ
し

て

ヤ
ス

パ
ー
ス
に
み
ら
れ
る
誤
謬
は
、
当

然
そ
れ
以
前
の
彼
ら

を
育
成
し
た

ド
イ
ツ

哲
学

自
体
の
も
つ
致
命

的
な
欠
陥
で

あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
「

ド
イ
ツ

観
念
論

は
、
認
識
者

と
し
て
の
人
間
の

か
わ
り

に
主
体
、
先
験

的
意
識
（
カ

ン
ト
）
、
自
我
、

個
体
的
で

な
く
人
間
的
で

な
い
自
我
（
フ

ィ
ヒ
テ
）
、
世
界

精
神
（
へ
ー
ゲ
ル
）
の
問
題
を
す
え
た
。
そ
の
た
め
に
認
識
は
人
間
的
認
識

た

る

を

や

め

た

の

で

あ

っ

た

。

そ

れ

は

神

的

認

識

、

世

界

理

性

、

あ

る

い

は

世

界

精

神

の

認

識

と

な

っ

た

。

そ

し

て

認

識

者

は

人

間

た

る

こ

と

を

や

め

た

。

す

で

に

そ

こ

か

ら

し

て

、

哲

学

が

人

格

的

た

り

得

な

い

と

い

う

こ

と

が

生

じ

た
。
―
―
か
く
し
て
、
一
方
の
先
験
的
意
識
、
理
性
、
認
識
形
而
上
学
の
主

体

と

、

他

方

の

人

間

、

人

間

的

人

格

と

の

間

に

い

か

な

る

関

係

が

存

す

る

か

と

い

う

点

に

つ

い

て

の

根

本

的

な

不

明

瞭

さ

が

残

っ

た

」
。

こ

こ

で

我

々

が

考

え

さ

せ

ら

れ

る

中

心

問

題

は

、

認

識

す

る

主

体

と

し

て

の

人

間

が

、

そ

の

主

体

性

の

い

わ

ば

正

面

か

ら

取

り

組

ま

れ

て

こ

な

か

っ

た

と

い

う

事

態

で

あ

り

、

そ

う

し

た

状

況

で

は

「

認

識

す

る

人

間

は

救

い

出

さ

れ

て

い

な

い

」

と

い

う

事

実

で

あ

る

。

我

々

は

ロ

シ

ア

人

で

は

な

い

が

、

し

か

し

、

古

来

よ

り

、

哲

学

的

思

惟

、

殊

に

西

欧

の

そ

れ

は

個

的

人

間

存

在

の

主

体

性

が

何

か

あ

る

背

後

か

ら

強

く

規

定

さ

れ

、

限

定

さ

れ

て

い

る

の

で

は

な

い

か

と

い

う

感

想

を

し

ば

し

ば

抱

く

。

主

体

性

の

背

後

と

は

、

ド

イ

ツ

観

念

論

の

系

譜

で

は

そ

れ

ぞ

れ

「

先

験

的

意

識

」
、

「

自

我

」
、

「

世

界

精

神

」
で

あ

り

、

そ

れ

ら

は

い

ず

れ

も

不

幸

な

ド

イ

ツ

的

宗

教

性

の

経

験

に

起

因

し

て

い

る

と

い

う

ベ

ル

ジ

ャ

ー

エ

フ

の

指

摘

は

、

東

西

の

思

惟

の

違

い

が

、

同

じ

キ

リ

ス

ト

教

文

化

圈

の

な

か

に

も

あ

る

こ

と

を

教

え

て

い

る

。

こ

の

意

味

で

は

、

ベ

ル

ジ

ャ

ー

エ

フ

と

他

の

実

存

思

想

家

た

ち

と

の

相

違

は

、

ヤ

ス

パ

ー

ス

の

み

な

ら

ず

と

も

、

そ

の

宗

教

的

経

験

の

違

い

に

根

ざ

し

て

い

る

と

ひ

と

ま

ず

言

う

ほ

か

は

な

い

。

し

か

し

、

ベ

ル

ジ

ャ

ー

エ

フ

が

他

の

も

の

を

意

と

せ

ず

、

そ

れ

ら

を

廃

棄

し

、

凌

駕

し

よ

う

と

す

る

と

こ

ろ

に

打

ち

立

て

る

「

精

神

」

の

、

「

人

格

」

の

哲

学

と

は

、

あ

る

い

は

「

神

と

人

間

と

の

実

存

的

弁

証

法

」

学哲存実のフエ一ヤ
ジルベ

冖
Ｄ

｀
り



と
は
、
そ
し
て

そ
れ
を
推
進
す
る
力
で
あ
る
普
遍
的
精
神
性

と
は
、

な
る
ほ

ど
西

欧
的
な
も
の
で

は
な
い
け

れ
ど
も
、
そ
の

か
わ
り

に
ほ
か
な
ら

ぬ

″実

存
″
の
哲
学
的
思
惟
ま
で
も
超
越
し
、
廃
棄
し
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
だ
ろ

う

か
。

そ
う
い

う
疑
問

を
投

げ
か
け
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
と
い
う
の

も
、
個

的
人
間

存
在
の
主
体

性

が
背
後
か
ら
規

定
さ
れ
て
い
る
と
い
う
事
態

に
留
ま

る
こ

と
こ
そ
が
、
む
し
ろ
実

存
哲
学

に
特

有
の
主
題
で
は
な
い

か
と

思

う
か
ら
で

あ
る
。
こ
の
こ
と
は
ま
た
、
各

自
の
宗
教
的
経
験
や
伝
統
の
相

違

と
い
う
枠

を
外

し
て

も
、
何
ら
か
の
客
観

的
世
界

を
想
起
し
、
意
味

づ
け

を
問
う
と
い
う
か
ぎ
り
で
は
哲
学
的
思
惟
一
般
に
と
っ
て
、
な
お
厳
然
た
る

規
定
で

は
な
い
だ
ろ
う

か
。
確

か
に

ベ
ル

ジ
ャ
ー
エ
フ
の
言
う
よ
う

に
、「

存

在
に
対

す
る
自
由
の
優
位
」
と
は
、
個
的
人
間
存
在
の
永
遠
の
第
一
テ

ー
マ

で
あ
る
。
そ
れ
だ
け
に
そ
の
自
由
の
主
体
性
は
無
際
限

に
主
張
で
き

る
。
だ

が
、
そ
れ

を
主
張
す

る
人
間
存
在
は

あ
く
ま
で
も
相
対

的
で

あ
り
、
有
限
で

あ
る
。
こ
の
有
限
性

を
こ
そ
、
他

の
実
存
哲
学
者

た
ち
は
様

々
に
説
く
の
で

あ
る
。
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
が
人
間
存
在
の
根
本
機
制
を
「
世
界
―
内
―
存
在
」

と
し
、「

存
在
者
」
と
「

存
在
」
を
区
別
し
た
こ

と
を
は

じ

め
、
サ
ル
ト
ル

に
お
け
る
「

即
自
」
と
「

対
自
」
の
区
別
、
あ
る
い
は
は

ヤ
ス

パ

ー

ス

が

「
実

存
」
を
支
持
す

る
も
の
と
し
て
「

超
越
者
Ｉ

神
」

を
説

い

て

も

、「
現

存
在
」
と
「

実
存
」

を
明
確

に
区
別
し
た
こ
と
は
、
す

べ
て
こ

れ
を
証

し
て

い
る
。
ま
た
、
ベ
ル

ジ
ャ
ー
エ
フ
の
「

客
体
的
世
界

に
対
す

る
実

存
的
主
体

の
優
位
」
と
は
、
こ
れ
も
普
遍
的

な
命
題
で

あ
る
。

な
ぜ
な
ら
、
人
間

存
在

の
あ
り
方
は
対
象

と
し
て

は
認
識
で
き
な
い
、
む
し
ろ
対
象

化
さ
れ
な
い
も

の
と
し
て
立
て
ら
れ
た
の

が

″
実
存
″
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
と
こ
ろ

が
、

ベ
ル

ジ
ャ

ー
エ
フ

は
同
時
に
こ
の
「

自
由
」

を
、
「
客
体

化
さ
れ
な
い
主
体
」

を

あ
た
か
も
栄
光

の
座

に
す
え
て
、
人
間

存
在
に
関

す
る
一
切

の
区
別

を
、

区
別

を
生
む
概
念

装
置
を
拒
否
す

る
の
で

あ
る
。
す
な
わ
ち
、
自
ら
の
哲
学

に
い
か
な
る
形

態
を
も
と
ら
せ
な
い
と
い
う
こ

と
で
あ

る
が
、
そ
う
し
た
無

規
定
性
は
、

か
え

っ
て
主
体
性

の
無
規
定
と
な

る
以
上
に
、
そ
れ
の
断
念

を

意
味
す
る
こ
と
に
な
り
は
し
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
う
し
た
脱
―
主
体
性
の
実

存

哲
学

と
は
、
到

底
、
実

現
不
可
能
で
は

な
い
だ
ろ
う

か
。
そ
こ
に
は
「

自

由

へ
の
欲

求
が
形

態
化
を
阻
む
ほ
ど
に
ま
で
強
く

な
る
と
き
、
そ
れ
は
恵
み

と
い
う
よ
り
も
呪

い
で

あ
る
」
と
い
う
批
難
の
声
す
ら
響

い
て
こ
な
い
だ
ろ

う
か
。
も
し
、
そ
う
し
た
疑
問
の
す
べ
て

が
誤
解
で

あ
る
と
い
う
の
な
ら
、

そ
れ
は
偏
に

″
哲
学
″
と

い
う
も
の
に
対
す

る
了

解
認
識

の
違

い
に
係
わ

る

こ
と
だ
ろ
う
し
、
ま

た
別

の
レ

ベ
ル
で
捉
え
ね

ぱ
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。

ベ
ル

ジ
ャ
ー
エ
フ

哲
学
の
も
つ
汲

め
ど
も
尽

き
ぬ
興
味
は
、

″実

存
哲
学

″

と

い
う
一
定

の
枠

組
で

は
捉
え
き
れ
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

む

す

び

に

か
え

て

「

ベ
ル
ジ
ャ
ー
エ
フ
の
実
存
哲
学
」

と
は
、
以
上

の
よ

う
に
部
分
で
あ
っ

て

、
決
し
て
ベ
ル

ジ
ャ

ー
エ
フ

″
哲
学

”
の
全
体

像
を
表

わ
す

も
の
で
は
な

い
。
こ
れ
を
補
う

た
め
に
は
、
な
お
い
く
つ
か
の
主
要

な
言
説

に
立
ち
入
る

べ
き
で
あ

っ
た
。
し
か
し
ベ
ル
ジ
ャ
ー
エ
フ
の
な
か
で
、
倫
理
学

的
問
題
は

シ
ェ
ー
ラ
ー
に
、
神
学
的
問
題
は
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
に
、
啓
示
の
問
題
は
ブ
ー
バ



―
な
ど
に
何
ら
か
の
接
点
を
も
つ
と
思
わ
れ
、
ま
た
革
命
以
前
の
ロ
シ
ア
の

近

代

思

想

に

は

新

カ

ン

ト

派

に

対

す

る

批

判

が

一

般

に

主

流

で

あ

っ

た

と

い

う

事

情

か

ら

、

こ

れ

ら

と

の

比

較

検

討

に

よ

っ

て

明

ら

か

に

な

る

と

思

わ

れ

、

今

後

の

課

題

と

し

て

い

き

た

い

と

こ

ろ

で

あ

る

。

（
―
）
　
「
客
体
化
」
―
―
■
―
―
 
ｄ
ｉ
ｅ
　
Ｏ
ｂ
ｊ
ｅ
ｋ
ｔ
ｉ
ｖ
ａ
ｔ
ｉ
ｏ
ｎ
認
識
を
存

在

に

対

立

さ

せ

る

の

は

誤

っ

て

い

る

と

の

考

え

か

ら

、

従

来

〈

客

体

〉

と

い

う

言

葉

で

捉

え

て

き

た

も

の

を

〈

客

体

化

〉

と

い

う

概

念

で

補

お

う

と

す

る

。

（
２
）
　
Ｈ

．

―
―
：
　
Ｏ
　
■
（
『
人
間
の

奴
隷
性
と
自
由
に
つ
い
て
』
）
,
　
Ｐ
ａ
ｒ
ｉ
ｓ
,
　
Ｙ
Ｍ
Ｃ
Ａ
-
Ｐ
Ｒ
Ｅ
Ｓ
Ｓ
,
　
１
９
３
９
,
　
Ｃ
Ｔ
ｐ
.
　
８
７

（
３
）
　
Ｈ
.
　
■
：
　
■

■
（
『
神
と
人
間
と
の
実
存
的
弁
証
法
』
）
,

Ｐ
ａ
ｒ
ｉ
ｓ
,
　
Ｙ
Ｍ
Ｃ
Ａ
-
Ｐ
Ｒ
Ｅ
Ｓ
Ｓ
,
　
１
９
５
２
,
　
Ｃ
Ｔ
ｐ
.
　
６
１
．
　
■
と
略
す
。

（
４
）
　
Ｈ

．

■
（
『
精
神
と
現
実
』
）
,
　
Ｐ
ａ
ｒ
ｉ
ｓ
,

Ｙ

Ｍ

Ｃ

Ａ
-
Ｐ

Ｒ

Ｅ

Ｓ

Ｓ
,
　
１
９
３
７

，
　
Ｃ
Ｔ
ｐ

． 　
３
９

．

下

抑

と

略

す

。

（
５
）
（
６
）
　
Ｈ
.
■
：
　
■
（
『
わ
れ
と
客
体
の
世

界

』
）
,
　
Ｐ
ａ
ｒ
ｉ
ｓ
,
　
Ｙ

Ｍ

Ｃ

Ａ
-
Ｐ

Ｒ

Ｅ

Ｓ

Ｓ
,
　
１
９
３
４
,
　
ｃ
ｔ

ｄ

．
　
２
５

．
　
Ｂ

＄下

画

と

晧

す

。

（
７
）
　
Ｋ
．
　
Ｊ
ａ
ｓ
ｐ
ｅ
ｒ
ｓ
：
　
Ｐ
ｈ
ｉ
ｌ
ｏ
ｓ
ｏ
ｐ
ｈ
ｉ
ｃ
,
　
Ｉ
,
　
１
９
５
６
．
　
ｓ
　
１
５
．
　
以
下
P
と
略
す
。

（
８
）
　
■
,
 
c
t
p
.
 
3
4
-
3
5

（

９

）
　

Ｐ
,
　
ｓ

．
　
２
０

（
1
0
）
　
■
,
 
c
t
p
.
 
2
6

（
1
1
）
 
■
，
Ｃ
Ｔ
ｐ
．
　
４
２

（
1
2
）
　
■
,
　
Ｃ
Ｔ
ｐ
．
　
２
１
０

（
1
3
）
Ｋ
．
　
Ｊ
ａ
ｓ
ｐ
ｅ
ｒ
ｓ
：
　
Ｖ
ｏ
ｎ
　
ｄ
ｅ
ｒ
　
Ｗ
ａ
ｈ
ｒ
ｈ
ｅ
ｉ
ｔ
.
　
１
９
４
７
,
　
ｓ
．
　
１
９
２
．
　
以
下
W
と
略
す
。

（
1
4
）
　
W
,

　ｓ

．
　
７
０
２

（
1
5
）
　
■
 
,
　
Ｃ
Ｔ
ｐ
．
　
４
９
：

（
1
6

）（
2
3

）
　

Ｖ

ｏ

ｎ

　

ｄ

ｅ
ｒ

　

Ｂ

ｅ

ｓ
ｔ
i
m
m

ｕ

ｎ

ｇ

　

ｄ

ｅ
ｓ

　

Ｍ

ｅ

ｎ

ｓ
ｃ

ｈ
ｅ

ｎ
,

　

Ｄ

ｅ
ｕ

ｔ
ｓ
ｃ

ｈ

Ｊ

．

Ｓ

ｃ

ｈ

ｏ

ｒ
,

　
Ｂ

ｅ

ｒ
ｎ
,

　
Ｃ

ｏ

ｔ
ｔ
ｈ

ｅ

ｌ
ｆ
-
Ｖ

ｅ
ｒ

ｌ
ａ

ｇ
,

　
１

９
５

３
.
　

こ

れ

に

付

さ

れ

た

ベ

ル

ジ

ャ

ー

エ

フ

自

身

の

序

文

。

（

1 7

）
　

Ｆ
.

　
Ｈ

ｅ

ｉ
ｎ

ｅ

ｍ

ａ

ｎ

ｎ

：
　
Ｅ

ｘ

ｉｓ

ｔ
ｅ

ｎ

ｘ
ｐ

ｈ

ｉ
ｌｏ

ｓ

ｏ

ｐ

ｈ

ｉｅ
 
.

ｌ
ｅ

ｂ

ｅ
ｎ

ｄ

ｉｇ

　
ｏ

ｄ
ｅ
ｒ

　
ｔ
ｏ

ｔ
？

I
W
．
　
Ｋ
〇
ｈ
ｌ
ｈ
ａ
ｍ
ｍ
ｅ
ｒ
　
Ｓ
ｔ
ｕ
ｔ
ｔ
ｇ
ａ
ｒ
ｔ
,
　
１
９
５
４
,
　
ｓ
．
　
１
７
０
．
 
以
下
Ｅ
と
略
す
。

（
1
8
）
（
2
0
）
　
Ｆ
．
　
Ｓ
ｔ
ｅ
ｐ
ｕ
ｎ
：
　
Ｎ
ｉ
ｋ
ｏ
ｌ
ａ
ｉ
　
Ｂ
ｅ
ｒ
ｄ
ｊ
ａ
ｊ
ｅ
w
,
　
ｉ
ｎ
　
Ｍ
ｅ
ｒ
ｋ
ｕ
ｒ
,
　
Ｉ
Ｉ
Ｉ

，
　

１
９

４
９
,

ｓ

．
　
９

６
１

．

下

∽

と

略

す

。

（
1
9
）
　
■
　
Ｃ
Ｔ
ｐ

．
　
２

５

（
9
1
一
）
（
2
2
）
　
Ｈ
,
■

■
（
『
自
己
認
識
－
哲
学
的
自
叙
伝
の
試
み

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

．

２
５
３

（
2
4
）
　
W
,
　
ｓ
．
　
１
１
０

（
2
5
）
　
■
,
　
Ｃ
Ｔ
ｐ
．
　
４
９

（
2
6
）
　
■
,
　
Ｃ
Ｔ
ｐ
．
　
５
５

（
2
7
）
　
■

，
　

Ｃ

Ｔ

ｐ
.

　

５
６

（
2
8
）
　
■
,
　
Ｃ
Ｔ
ｐ
．
　
１
１

（
2
9
）
　
■
,
 
c
t
p
.
5
0

（
3
0
）
　
■
,
　
Ｃ
Ｔ
ｐ
．
　
５
７

（
3
1

）
　

拙

論

「

ベ

ル

ジ

ャ

ー

エ

フ

に

お

け

る

西

欧

的

原

理

と

ロ

シ

ア

的

原

理

」

、

『

比

較

思

想

研

究

』

第
1
1

号

を

参

照

。

（
3
2
）
　
■
,
c
t
p
.
 
3
5

（
3
3

）
　

Ｅ
,

　
ｓ
-
　
１

６
９

（

て

ら

だ

・

ひ

ろ

こ

、

西

洋

哲

学

、

会

員

）

学哲存実のフエ一ヤ
ジルベ
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