
〈

研

究

論

文
６

〉

ベ
ル
ク
ソ
ン
と
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
時
間
論

中
　
富
　
清
　
和

一
　

研

究

視

点

の

転

換

―
―
フ
ッ
サ
ー
ル
か
ら
ベ
ル
ク
ソ
ン
へ

ハ
イ
デ
ガ
ー
の
時
間
論
は
、
そ
の
哲
学
的
生
成
か
ら
言
っ
て
フ
ッ
サ
ー
ル

の

現

象

学

的

時

間

論

に

影

響

を

受

け

て

い

る

こ

と

は

周

知

の

こ

と

で

あ

る

。

フ
ッ
サ
ー
ル
は
時
間
を
、
現
在
、
過
去
、
未
来
の
三
つ
の
位
相
に
分
け
、
そ

れ

ぞ

れ

に

知

覚

（
Ｗ

ａ
ｈ
ｒ
ｎ
ｅ
ｈ
ｍ
ｕ
ｎ
ｇ
）
、

把

持

（
Ｒ
ｅ
ｔｅ
ｎ
ｔ
ｉｏ
ｎ

）
、

予

期

（
Ｐ
ｒ
ｏ
-

ｔｅ
ｎ
ｔ
ｉｏ
ｎ
）

を

対

応

さ

せ

る

。

そ

し

て

時

間

と

は

過

去

の

位

相

を

把

持

し

な

が

ら

、

現

在

に

生

き

、

さ

ら

に

こ

の

現

在

の

位

相

を

過

去

に

つ

け

加

え

な

が

ら

来
る
べ
き
未
来
へ
向
う
意
識
の
流
れ
、
意
識
流
（
Ｂ
ｅ
w
ｕ
s
s
ｔ
ｓ
ｅ
ｉ
ｎ
ｓ
ｆ
ｌ
ｕ
s
s
）
と
し

た
。
こ
の
意
識
は
体
験
流
と
し
て
内
在
的
客
体
を
持
ち
、
こ
れ
は
常
に
あ
る

持

続

せ

る

も

の

と

し

て

現

わ

れ

て

く

る

。

そ

し

て

、

そ

れ

ぞ

れ

の

体

験

は

そ

れ

ぞ

れ

の

時

間

的

位

相

を

も

っ
て

現

わ

れ

て

は

消

え

交

替

し

て

流

れ

て

行

く

。

こ

う

し

た

体

験

は

一

つ

の

体

験

流

に

属

し

、

言

わ

ば

絶

対

的

意

識

流

の

中

に

現

わ

れ

て

来

る

。

そ

の

体

験

流

は

無

限

の

統

一

で

あ

り

、

そ

の

流

れ

の
形

式

は

純

粋

自

我

の

一

切

の

体

験

を

包

み

込

む

形

式

で

あ

る

。

こ

う

し

た

フ

ッ

サ

ー

ル

の

時

間

論

に

対

し

、

ハ

イ

デ

ガ

ー

は

時

間

を

意

識

流
に
還
元
し
な
い
が
、
時
間
を
既
在
（
Ｇ
ｅ
w
ｅ
ｓ
ｅ
ｎ
ｈ
ｅ
i
t
)
、
現
在
（
Ｇ
ｅ
ｇ
ｅ
ｎ
-

w
ａ
ｒ
ｔ
）
、
将
来
（
Ｚ
ｕ
ｋ
ｕ
ｎ
ｆ
ｔ
）
の
三
契
機
か
ら
構
成
さ
せ
（
こ
れ
は
フ
ッ
サ
ー

ル

の

時

間

論

に

対

応

し

て

い

る

）
、

既

在

的

に

現

成

す

る

将

来

（
ｇ
ｅ
w
ｅ
ｓ
ｅ
ｎ
ｄ
-

ｇ
ｅ
ｇ
ｅ
ｎ
w
ａ
ｒ
ｔ
ｉｇ
ｅ
ｎ
ｄ
ｅ
　Ｚ
ｕ
ｋ
ｕ
ｎ
ｆ
ｔ
）
と

し

て

の

統

一

的

な

現

象

を

時

間

性

（
Ｚ
ｅ
ｉ
-

ｔ
ｌｉｃ
ｈ
ｋ
ｅ
ｉｔ
）

と

名

付

け

る

。

言

わ

ば

過

去

、

現

在

を

保

持

し

つ

つ

将

来

、

未

来

へ

志

向

、

投

企

す

る

こ

と

、

こ

れ

が

ハ

イ

デ

ガ

ー

の

時

間

で

あ

る

。

こ

う

し

た

過

去

、

現

在

の

保

持

、

そ

し

て

将

来

、

未

来

へ

の

志

向

は

フ

ッ

サ

ー

ル

と

ハ

イ

デ

ガ

ー

の

時

間

論

に

お

い

て

共

通

す

る

所

、

い

や

ハ

イ

デ

ガ

ー

の

フ

ッ

サ

ー

ル

か

ら

の

影

響

と

言

え

よ

う

。
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し

か

し

ハ

イ

デ

ガ

ー

の

時

間

論

が

フ

ッ

サ

ー

ル

の

そ

れ

に

基

づ

く

と

す

る

見

解

は

、

伝

統

的

で

は

あ

る

が

現

象

学

と

い

う

限

定

さ

れ

た

視

座

か

ら

の

も

の
で
あ
る
。
『
存
在
と
時
間
』
に
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
、
へ
ー
ゲ
ル
、
ベ
ル

ク

ソ

ン

な

ど

何

人

か

の

哲

学

者

の

時

間

論

が

論

及

さ

れ

て

い

る

こ

と

か

ら

、

現

象

学

か

ら

の

み

の

考

察

で

は

不

十

分

と

言

わ

ざ

る

を

え

な

い

。

し

か

も

フ

ッ

サ

ー

ル

の

時

間

論

は

『

内

的

時

間

意

識

の

現

象

学

講

義

』

に

述

べ

ら

れ

て

い

る

に

し

て

も

、

後

に

フ

ッ

サ

ー

ル

は

愛

弟

子

の

イ

ン

ガ

ル

デ

ン

に

「

そ

の

よ

う

な

未

熟

な

テ

キ

ス

ト

を

公

刊

し

て

も

意

味

が

な

い

」

こ

と

を

語

っ

て

い

る

こ

と

か

ら

、

未

完

成

で

あ

っ

た

と

思

わ

れ

る

。

と

す

れ

ば

ハ

イ

デ

ガ

ー

は

フ

ッ

サ

ー

ル

以

外

の

哲

学

者

の

時

間

論

を

相

当

に

参

考

に

し

て

い

る

は

ず

で

あ

る

。

と

こ

ろ

で

、

フ

ッ

サ

ー

ル

の

時

間

論

を

研

究

し

て

み

る

と

、

特

に

『

内

的

時

間

意

識

の

現

象

学

講

義

』

を

読

む

と

誰

も

が

、

フ

ッ

サ

ー

ル

の

体

験

的

意

識
流
と
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
純
粋
持
続
（
ｄ
ｕ
ｒ
e
ｅ
　
ｐ
ｕ
ｒ
ｅ
）
類
似
し
て
い
る
と
思

う

で

あ

ろ

う

。

何

よ

り

も

そ

れ

は

、

フ

ッ

サ

ー

ル

自

身

が

認

め

て

い

る

こ

と

で

あ

る

。

例

え

ば

、

フ

ッ

サ

ー

ル

は

イ

ン

ガ

ル

デ

ン

か

ら

純

粋

持

続

の

説

明

を
聞
い
て
「
全
く
、
ま
る
で
私
が
ベ
ル
ク
ソ
ン
で
あ
る
か
の
よ
う
だ
。
'
D
a
s

ｉ
ｓ
ｔ
　
ｇ
ａ
ｎ
ｚ
　
ｓ
ｏ
,
　
ａ
ｌ
ｓ
　
ｏ
ｂ
　
ｉ
ｃ
ｈ
　
Ｂ
ｅ
ｒ
ｇ
ｓ
ｏ
ｎ
　
w
ａ
ｒ
ｅ

’
.
と
語
っ
て
い
る
。
ま
た
、

こ

う

し

た

直

撃

的

な

驚

き

に

先

立

っ

て

、

フ

ッ

サ

ー

ル

は

根

源

的

な

時

間

構

成

的

意

識

に

関

す

る

イ

ン

ガ

ル

デ

ン

の

質

問

に

、

こ

の

領

域

に

お

け

る

純

粋

持

続

と

の

類

似

性

を

認

め

答

え

て

い

る

。

こ

れ

以

後

、

フ

ッ

サ

ー

ル

と

イ

ン

ガ

ル

デ

ン

と

の

哲

学

的

対

話

が

深

ま

っ

た

の

で

あ

る

。

一
般
的
に
フ
ッ
サ
ー
ル
と
ベ
ル

ク
ソ
ン
は
同
時
代

に
活
躍
し
な
が
ら
、
相

互

に
影
響
し
合
う
こ
と
な
く
独
自

に
哲
学
を
形

成
し
た
こ
と

に
な
っ
て
い
る

が
、
実

は
イ
ン

ガ
ル
デ
ン
に
よ

っ
て
間
接

的
に
橋
渡
し
さ
れ
て
い
た
の
で
あ

る
。
従
っ
て
イ
ン
ガ
ル
デ
ン
が
ベ
ル
ク
ソ
ン
を
研
究
し
始
め
、
フ
ッ
サ
ー
ル

と
対
話

を
始

め
た
一
九
一
四
年
以

降
、
フ
ッ
サ

ー
ル
に
お
け

る
ベ
ル

ク
ソ

ン

か
ら
の
影
響
を
認

め
る
べ
き
で

あ
ろ
う
。
と
す
れ
ば
一
九
一

六
年

に
フ
ッ
サ

ー
ル
が
フ
ラ
イ
ブ

ル
ク
大
学
に
転
任
し

、
ハ
イ
デ

ガ
ー
と
親
密
な
交
渉
が
始

ま
る
の
は
一
九
一
九
年
頃
と
さ
れ
る
か
ら

、
ハ
イ
デ

ガ
ー
が

フ
ッ
サ

ー
ル
の

現
象
学
に
慣
れ
親
し

ん
だ
時
に
は
、
フ
ッ
サ
ー
ル
は
ベ
ル
ク
ソ

ン
を
知

っ
て

い
た
こ
と
に
な
る
。
率
直
に
言
え
ば
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
か
ら
影

響
を
受
け
て
い

た
フ

ッ
サ

ー
ル
に
ハ
イ

デ
ガ
ー
は
接
し
た
の
で
あ

る
。
既

に
ベ
ル
ク
ソ

ン
の

純
粋
持
続
と
フ

ッ
サ

ー
ル
の
意
識
流
が
近
い
も
の
で
あ
る
こ
と
は
記

し
た
が
、

『
内

的
時
間
意
識
の
現
象
学
講
義
』
を

編
集

し

た

ハ
イ
デ

ガ
ー
が
ベ
ル
ク
ソ

ン
の
『
時
間
と
自
由
』
を
読
ん
だ
と
し
た
ら
、
そ

の
類

似
性

に
驚
い
た
の
で

は
な
い
か
。
そ

し
て
時
間
論
と
し
て

は
フ
ッ
サ

ー
ル
の
そ

れ
が
未
完
の
も
の

で
あ
る
と
思

っ
た
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
に
対
し
て

『
時
間
と
自
由
』

は
ペ
ル

ク

ソ

ン
自
身
に
よ
る
も

の
で
あ
る
こ
と

、
ま
た
内

容
的
に
も
心
理
学
を
援
用
し

て
持
続

の
純
粋
性
を
証
明
し
て
い
る
こ
と

か
ら

理
解
し
や
す
い
。
そ
れ
で
純

粋
持
続
と
物
理
的
時
間

、
真
の
自
我
と
表
層
的
自
我
な
ど
の
二
区
分
法
を

ハ

イ

デ
ガ
ー
は
参
考
に
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
こ
に
ベ

ル
ク
ソ
ン
と

ハ
イ

デ
ガ
ー
の
時
間
論

を
比
較
考
察
す
る
必
要

性
が
生
じ
て
く
る
。
両
者

の

関
係

は
従
来
、
ほ
と
ん
ど
考
察
さ
れ
て
い
な
い
が
、
吟
味
し
て
み
る
と
共
通
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す
る
点

が
か
な
り
見
受
け
ら
れ
る
。
こ
の
論
考

は
、
フ
ッ
サ
ー
ル
よ
り
も
ベ

ル

ク
ソ

ン
の
視
点
か
ら

ハ
イ
デ

ガ
ー
を
考

究
す

る
も
の
で

あ
る
。

ニ
　

ベ

ル

ク

ソ

ン

と

ハ

イ

デ

ガ

ー

の

時

間

論

―
―
そ
の
共
通
性
、
影
響

（
一
）
人
間
の
本
質
と
し
て
の
時
間

両

者

の

時

間

論

に

お

い

て

共

通

す

る

第

一

の

点

は

、

両

者

の

主

著

『

時

間

と

自

由

』

、

『

存

在

と

時

間

』

に

象

徴

さ

れ

る

よ

う

に

両

者

と

も

時

間

を

哲

学

の

中

心

課

題

と

し

て

い

る

こ

と

で

あ

る

。

ベ

ル

ク

ソ

ン

の

『

時

間

と

自

由

』

の

原

著

は

『

意

識

に

直

接

与

え

ら

れ

て

い

る

も

の

に

つ

い

て

の

試

論

』

（
Ｅ
ｓ
ｓ
ａ
ｉ
　
ｓ
ｕ
ｒ
　
ｌ
ｅ
ｓ
　
ｄ
ｏ
ｎ
ｎ
e
e
ｓ
　
ｉ
ｍ
ｍ
ｉ
ｄ
ｉ
ａ
ｔ
ｅ
ｓ
　
ｄ
ｅ
　
ｌ
ａ
　
ｃ
ｏ
ｎ
ｓ
ｃ
ｉ
ｅ
ｎ
ｃ
ｅ
,
　
１
８
８
９
）
で
あ
る
が

（

『

時

間

と

自

由

』

の

タ

イ

ト

ル

は

ポ

グ

ソ

ソ

の

英

訳

に

対

し

て

与

え

た

も

の

で

あ

る

）

、

こ

の

「

直

接

与

え

ら

れ

て

い

る

も

の

」

（

ｄ
ｏ

ｎ

ｎ

ｅ

ｅ

ｓ

　

ｉｍ

ｍ

ｅ

ｄ

ｉ
ａ

ｔ
ｅ

ｓ

）

と

は

認

識

の

無

媒

介

の

対

象

で

あ

り

、

こ

れ

以

上

分

析

で

き

ず

論

理

的

に

異

論

の

余

地

の

な

い

も

の

、

純

粋

持

続

の

こ

と

で

あ

る

。

純

粋

持

続

と

は

理

論

的
反
省
を
停
止
し
た
意
識
が
メ
ロ
デ
ィ
の
よ
う
に
相
互
に
浸
透
し
、
有
機
化

す

る

意

識

状

態

で

あ

り

、

先

行

す

る

意

識

と

現

在

の

意

識

が

区

別

な

く

融

合

す

る

自

我

意

識

の

流

れ

、

在

り

方

で

あ

る

。

こ

れ

を

ベ

ル

ク

ソ

ン

は

根

源

的

自

我

（

∃

ｏ

ｉ
　

ｆ
ｏ

ｎ

ｄ
ａ

ｍ

ｅ
ｎ

ｔ
ａ

ｌ
）

’

真

の

自

我

、

時

間

と

し

た

の

で

あ

る

。

従

っ

て

ベ

ル

ク

ソ

ン

の

哲

学

と

は

持

続

、

時

間

の

哲

学

で

あ

る

。

こ

れ

と

同

様

、

ハ

イ

デ

ガ

ー

も

時

間

を

哲

学

の

中

心

問

題

に

据

え

る

。

ハ

イ

デ

ガ

ー

に

お

い

て

時

間

は

、

死

を

臨

み

っ

つ

決

意

し

て

存

在

す

る

自

己

の

在

り

方

、

未

来

へ

の

志

向

、

身

構

え

で

あ

る

。

そ

れ

は

人

間

存

在

の

主

体

的

か

つ

本

質

的

な

在

り

方

を

表

わ

し

て

い

る

が

、

こ

れ

は

ベ

ル

ク

ソ

ン

の

持

続

、

時

間

論

に

も

妥

当

す

る

。

ベ

ル

ク

ソ

ン

に

お

い

て

人

間

は

日

常

性

、

実

践

的

生

活

に

慣

れ

埋

没

し

、

純

粋

持

続

の

状

態

を

忘

れ

て

い

る

。

こ

の

日

常

性

へ

の

埋

没

は

、

ハ

イ

デ

ガ

ー

で

言

え

ば

、

世

界

内

存

在

（
Ｉｎ
-
ｄ
ｅ
ｒ
-Ｗ

 ｅ
ｌｔ
-ｓ
ｅ
ｉｎ
）

と

し

て

の

世

間

的

自

己

で

あ

る

。

こ

う

し

た

埋

没

か

ら

脱

す

る

こ

と

が

真

の

在

り

方

、

生

き

方

で

あ

り

、

ベ

ル

ク

ソ

ン

で

言

う

と

、

持

続

の

相

の

下

に

お

け

る

根

源

的

自

我

で

あ

り

、

ハ

イ

デ

ガ

ー

で

は

死

を

自

覚

す

る

本

来

的

自

己

（
ｅ
ｉｇ
ｅ
ｎ
ｔ
ｌｉｃ
ｈ
ｅ
ｓ

Ｓ
ｅ
ｌ
ｂ
ｓ
ｔ
）

で

あ

る

。

本

来

的

自

己

は

自

己

の
有

限

性

を

自

覚

し

て

い

る

在

り

方

で

あ

り

、

そ

れ

は

将

来

、

未

来

へ

向

か

っ

て

自

己

を

志

向

、

投

企

し

て

い

る

。

こ

れ

を

ハ

イ

デ

ガ

ー

は

時

間

性

と

呼

ん

で

い

る

。

こ

の

よ

う

に

ベ

ル

ク

ソ

ン

も

ハ

イ

デ

ガ

ー

も

時

間

を

人

間

の

主

体

的

在

り

方

、

あ

る

い

は

本

質

的

存

在

そ

の

も

の

と

し

て

い

る

こ

と

が

わ

か

る

。

こ

れ

が

両

者

の

時

間

論

の

第

一

に

共

通

す

る

点

で

あ

る

。

（
二
）
時
間
の
二
区
分

共

通

す

る

第

二

点

は

時

間

の

二

区

分

で

あ

る

。

ベ

ル

ク

ソ

ン

は

純

粋

持

続

を

真

の

時

間

と

し

、

そ

れ

に

対

し

て

数

え

ら

れ

空

間

化

さ

れ

た

時

間

を

等

質

的

時

間

（
ｔ
ｅ
ｍ

ｐ
ｓ
　
ｈ
ｏ
ｍ

ｏ
ｇ
ｅ
ｎ
ｅ
）
と

し

た

。

こ

う

し

た

二

分

法

は

ハ

イ

デ

ガ

ー

も

用

い

て

い

る

。
真

の

時

間

を

根

源

的

時

間
（
ｕ
ｒ
ｓ
ｐ
ｒ
ｕ
ｎ
ｇ

　
ｌｉｃ
ｈ
ｅ
　
Ｚ
ｅ
ｉｔ
）
と

し

、

こ
の
時
間
か
ら
公
開
的
時
間
（
ｏ
ｆ
ｆ
ｅ
ｎ
ｔ
ｌ
ｉ
ｃ
ｈ
ｅ
　
Ｚ
ｅ
ｉ
ｔ
）
、
世
界
時
間
（
Ｗ
ｅ
ｌ
ｔ
ｚ
ｅ
ｉ
ｔ
）
、

通
俗
的
時
間
（
ｖ
ｕ
ｌ
ｇ
ａ
ｒ
ｅ
　
Ｚ
ｅ
ｉ
ｔ
）
が
派
生
す
る
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
よ
れ
ば
現

存

在

は

意

図

せ

ず

し

て

こ

の

世

界

に

投

げ

出

さ

れ

た

（
被

投

性

）

存

在

で

あ



り

、

こ

の

日

常
的

世

界

に
生

き

て

い

る
。

日

常

生
活

を

営

ん

で

い

る

我

々

は

、

そ

れ

ぞ

れ

の

仕
事

、
作

業

に
気

を

奪

わ

れ

、

こ
れ

ら

を

達

成

す

る

た

め

に
時

間

に
気

を

使

っ
て

生

き

て

い

る
。

そ

の
時

、
我

々

は
常

に

「
今

」

を

基

準

に

し
て
時
間
を
考
え
る
。
「
か
つ
て
は
（
ｄ
ａ
ｍ
ａ
ｌ
ｓ
）
」
「
そ
の
時
に
は
（
d
a
n
n
）
」

こ

れ

ら

は
今

を

基

準

に
し

て

考

え

ら

れ

た

も

の

で

あ

り
、

こ

う
し

て

時

の
流

れ
に
一
瞬
間
の
区
切
り
を
つ
け
る
こ
と
を
日
付
可
能
性
（
Ｄ
ａ
ｔ
ｉ
ｅ
ｒ
ｂ
ａ
ｒ
ｋ
ｅ
i
t
)

と

い

う

が

、

こ
れ

は
世

界

内

の
存

在

者

と

出

会

う

時

に
行

わ

れ

、

さ

ら

に
拡

が

っ
て
行

く

。

こ

の
作

用

が

太
陽

の
動

き

、

日

照

に

基

づ

い

て
公

衆

に
公

に

さ

れ

た

場

合

、
公

開

的

時

間

と

な

る

。
そ

し

て

我

々
は
公

開

的
時

間

か

ら

便

宜

的

に
時

計

を
使

用

し

、

こ

れ

に

従

っ
て

仕

事

を

し

て

い

る

。

こ

の

時

、

我

我
が
時
計
を
気
に
す
る
の
は
、
常
に
次
は
何
を
し
よ
う
か
と
心
に
意
図
を
抱

い
て

い

る
か

ら
で

あ

り

、

何

か

を

為

す

た

め

に
時

を
気

に
し

て

い

る

の
で

あ

る
。

時

計

を

見

る
の

は

次

に

何

か

を

す

る

た

め

で

あ

り

、
「
今

」

と

い
う

時

間

は
、

～
す

る

た

め
の

区

切

り

な

の
で

あ

る
。

こ

う

し

た

世
界

内

の

存
在

者

。
と
の
連
関
に
お
い
て
、
～
す
る
た
め
の
時
を
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
世
界
時
間
と
名

付

け

る

。
こ

う
し

た
世

界

時

間

が

さ

ら

に
平

板

化

さ

れ

、
有

意

義

性

が

隠
蔽

さ

れ

る
と

通

俗
的

時

間

と

な

る

。

こ

の
通

俗

的

時

間

が

物

理

学

の

時

間

で

あ

り

、

ベ

ル

ク

ソ

ン

の
等

質

的

時

間

で

あ

る
。

物

理

学

の
時

間

は

時

計

に

表

わ

さ

れ

る
時
間

で

あ

り

、

常

に

グ

ラ

フ
、

数

値
化

さ
れ

る
。

そ

れ

は
一

回

限

り

で

継

起

す

る
持

続

を
等

質

化

、

空
間

化

す

る

こ
と

で

あ

り

、

日

常

生
活

の
時

間

で

あ

る
。

ベ

ル

ク
ソ

ン

は
純

粋

持

続

か

ら

の
下

降

と

し

て

等

質

、

日

常

的

時

間

を

導

き

出

す

が

、

ハ
イ

デ

ガ
ー

も

同
様

に
根

源

的

時

間

か
ら

通

俗

的

、

日

常

的

時

間

を

導

出

す

る

。

こ

う

し

た

時

間

の

二

区

分

法

は

ベ

ル

ク

ソ

ン

が

先

に

行

っ
て

い

る

わ

け

で

、

ハ

イ

デ

ガ

ー

は

参

考

に

し

て

い

る

よ

う

に
思

わ

れ

る

。

無
論
、
フ
ッ
サ
ー
ル
も
現
象
学
的
時
間
と
物
理
学
的
時
間
の
相
違
を
述
ベ
て

は

い

る

が

、

ベ

ル

ク

ソ

ン

ほ

ど

具

体

的

に

明

確

に

し

て

い

る

わ

け

で

は

な

い

。

し

か

も

フ

ッ

サ

ー

ル

の

時

間

論

は

未

完

成

で

あ

っ

た

。

と

す

れ

ば

、

こ

の

二

元

的

区

別

は

フ

ッ

サ

ー

ル

よ

り

も

ベ

ル

ク

ソ

ン

に

よ

る

と

思

わ

れ

る

。

ま

た

時

間

の

二

区

分

に

対

応

し

て

自

我

の

二

様

相

も

対

応

す

る

。

ベ

ル

ク

ソ

ソ

は

持

続

の

相

に

お

け

る

自

我

を

真

の

自

我

（
根

源

的

自

我

）

と

し

、

日

常

生

活

で

持

続

を

忘

れ

た

自

我

を

第

二

の

自

我

（
表

層

的

自

我

ｍ

ｏ
ｉ
　ｓ
ｕ
ｐ
ｅ
ｒ
-

ｆｉ
ｃ
ｉｅ
ｌ
）

と

す

る

。

こ

れ

に

対

し

ハ

イ

デ

ガ

ー

は

自

己

の

実

存

を

自

覚

す

る

本

来

的

自

己

と

、

実

存

を

見

失

い

日

常

生

活

に

埋

没

し

て

い

る

非

本

来

的

自

己

（
ｕ
ｎ
ｅ
ｉｇ
ｅ
ｎ
ｔ
ｌ
ｉｃ
ｈ
ｅ
ｓ
　
Ｓ
ｅ
ｌ
ｂ
ｓ
ｔ
）

を

区

別

す

る

。

時

間

と

共

に

、

自

我

の

あ

り

方

を

も

二

元

的

に

区

別

す

る

の

は

偶

然

で

あ

ろ

う

か

。

こ

こ

に

も

ハ

イ

デ

ガ

ー

に

お

け

る

ベ

ル

ク

ソ

ソ

か

ら

の

影

響

が

見

受

け

ら

れ

る

。

次

に

時

間

の

方

向

性

、

未

来

へ

の

志

向

に

つ

い

て

語

っ
て

み

る

。

（
三
）
未
来
へ
の
志
向
と
運
動
図
式

ハ

イ

デ

ガ

ー

に

お

い

て

時

間

と

は

未

来

へ

の

志

向

、

投

企

、

つ

ま

り

我

々

の

未

来

へ

の

決

意

し

た

身

構

え

、
姿

勢

を

あ

ら

わ

す

も

の

で

あ

っ

た

。
従

っ

て

ハ

イ

デ

ガ

ー

の

時

間

は

ベ

ル

ク

ソ

ン

の

時

間

の

よ

う

に

実

在

に

は

な

り

得

な

い

。

そ

れ

は

実

在

す

る

と

言

え

ば

実

在

す

る

し

、

し

な

い

と

言

え

ば

し

な

い

。

そ

も

そ

も

我

々

の

未

来

へ

の

決

意

、

身

構

え

、

姿

勢

な

の

で

あ

る

か

ら

実

在

と

い

う

概

念

は

妥

当

し

な

い

の

で

あ

る

。

と

す

れ

ば

こ

う

し

た

未

来

へ

の

志

ベルクソンとハイデガーの時間論63



向

、

姿

勢

を

意

味

す

る

ハ

イ

デ

ガ

ー

の

時

間

は

、

こ

の

点

に

お

い

て

ベ

ル

ク

ソ

ン

の

そ

れ

と

は

性

質

を

異

に

す

る

こ

と

が

わ

か

る

。

で

は

ベ

ル

ク

ソ

ン

に

お

い

て

は

ハ

イ

デ

ガ

ー

の

「

未

来

へ

の

志

向

」

と

い

う

考

え

は

存

在

し

な

い

の

だ

ろ

う

か

。

確

か

に

ベ

ル

ク

ソ

ン

は

ハ

イ

デ

ガ

ー

の

よ

う

に

死

と

い

う

有

限

性

で

人

間

の

存

在

を

限

定

せ

し

め

な

い

。

我

々

は

実

在

、

宇

宙

の

持

続

、

実

在

の

流

れ

を

汲

む

も

の

で

あ

る

か

ら

、

個

と

し

て

の

生

命

は

絶

え

て

も

実

在

と

し

て

宇

宙

の

原

理

に

還

帰

す

る

の

で

あ

る

。

我

々

の

生

命

は

ハ

イ

デ

ガ

ー

の

よ

う

に

無

に

帰

す

る

こ

と

な

く

、

実

在

か

ら

由

来

し

て

実

在

へ

と

帰

る

の

で

あ

る

。

と

す

れ

ば

非

決

定

的

な

持

続

の

流

れ

を

汲

む

も

の

と

し

て

我

々

は

本

質

的

に

自

由

で

あ

り

、

未

来

へ

と

開

か

れ

て

い

る

。

未

来

へ

の

実

在

へ

と

我

々

は

流

れ

変

化

生

成

し

て

い

る

の

で

あ

る

。

で

は

こ

う

し

た

我

々

の

志

向

を

身

体

レ

ベ

ル

で

表

わ

し

て

い

る

も

の

は

何

か

。

そ

れ

は

運

動

図

式

（
ｓ
ｃ

ｈ
ｅ
ｍ

ｅ

　
m
o
ｔ
ｅ
ｕ
ｒ

）

で

あ

る

。

運
動
図
式
と
は
『
物
質
と
記
憶
』
（
Ｍ
ａ
ｔ
i
e
ｒ
ｅ
　
ｅ
ｔ
　
m
e
ｍ
ｏ
ｉ
ｒ
ｅ
,
　
１
８
９
６
)
に
記
さ

れ

て

い

る

我

々

の

身

体

運

動

を

方

向

づ

け

る

枠

組

で

あ

り

、

運

動

に

際

し

て

常

に

先

行

す

る

身

体

の

見

え

ざ

る

生

理

学

的

装

置

で

あ

る

。

こ

れ

に

よ

っ

て

我

々

は

複

雑

な

運

動

も

一

気

に

行

え

る

し

、

ス

ム

ー

ズ

に

行

動

で

き

る

。

こ

の

概

念

は

心

理

学

、

生

理

学

的

で

あ

っ

て

実

存

哲

学

と

は

無

関

係

の

よ

う

に

思
わ
れ
る
。
し
か
し
こ
の
運
動
図
式
は
決
し
て
生
理
学
上
の
仮
定
で
は
な
く
、

我

々

の

精

神

と

身

体

の

結

び

目

、

融

合

点

に

存

在

す

る

重

要

な

機

能

で

あ

る

。

こ
れ
を
参
考
に
し
て
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
は
後
に
、
『
知
覚
の
現
象
学
』

（
P
h
e
n
o
m
e
n
o
l
o
ｇ
ｉ
ｅ
　
ｄ
ｅ
　
ｌ
ａ
　
ｐ
ｅ
ｒ
ｃ
ｅ
ｐ
ｔ
ｉ
ｏ
ｎ
,
　
１
９
４
５
）
の
中
で
身
体
図
式
（
ｓ
ｃ
ｈ
ｅ
m
ａ

ｃ
ｏ
ｒ
ｐ
ｏ
ｒ
ｅ
ｌ
）

の

理
論

を
展

開

し

た

こ

と

は
説

明

を
要

し

な

い

で

あ

ろ

う
。

私

が

思

う

に

、
運

動

図

式

は

ベ

ル

ク
ソ

ン
が

身
体

、
精

神

が

単

に
過

去

、

現

在

に
存

在

し

て

い

る

の
で

は

な
く

、
常

に
未

来

へ

の
潜

在

的

志

向

を
整

え

つ

つ

行

動

し

て

い

る

こ
と

を
表

わ
そ

う

と

し

た

も

の
で

あ

る

。

従

っ
て

我

々
は
未

来

へ

向

っ
て
身

構

え

て

い

る

の
で

あ

っ
て

、

ハ

イ

デ

ガ

ー
的

に
言

え

ば

、

時

間

は
未

来

か
ら

到

来

す

る

の

で

は

な

い

か

。

ハ

イ
デ

ガ

ー
は

『
存

在

と

時

間
』
に
お
い
て
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
時
間
論
は
依
然
と
し
て
過
去
↓
現
在
↓
未
来

へ

と

流

れ

る
伝

統

的

、

通

俗

的

時

間

論

で

あ

る
と

し

て
批

判

し

て

い

る
が

、

し

か

し

、

ハ

イ

デ

ガ

ー
は

運

動

図

式

に

つ

い
て

言

及

し
て

い

な
い

。

も

し
運

動

図
式

を
知

っ
て

い

た

な

ら

ば

ベ

ル

ク

ソ

ン
も

未

来

へ

の
志

向

と

し

て

時
間

を

考
え

て

い
た

こ

と

が

わ

か

る

は

ず
で

あ

る
。

従

っ
て

ベ

ル

ク
ソ

ン
の
時

間

論

は
過

去

を
孕

み

っ

つ
未

来

へ

と

膨
張

す

る
持

続

の
流

れ
で

あ

る

が

、

し

か

し
こ
の
こ
と
だ
け
で
過
去
↓
現
在
↓
未
来
と
い
う
伝
統
的
時
間
論
の
中
に
押

し

込

め
て

し

ま

う

の

は

性

急

と
思

わ

れ

る

。

ハ
イ

デ

ガ

ー

は
運

動

図

式

に
気

づ

い
て

い

な
か

っ
た

と
思

わ

れ

る

が

、
実

は
こ

の

図

式

に
未

来

へ

の

志

向
と

い

う

ハ

イ

デ

ガ

ー
の

時

間

論

と

重

な

る

べ
き

考

え
方

が

織
り

込

ま

れ

て

い

る

の

で
あ

る

。
逆

に

、

も

し

ハ
イ

デ

ガ
ー

が
こ

の

図

式

を
知

っ
て

い

た

な

ら

ば

、

時
間
の
未
来
か
ら
の
到
来
は
一
般
的
に
フ
ッ
サ
ー
ル
の
時
間
論
に
基
づ
く
と

さ

れ
て

い

る
が

、

こ

の

定

説

が

覆

さ

れ

る
こ

と

に

な

る

。
こ

こ

で

言

え

る

こ

と

は

、

ハ

イ
デ

ガ

ー
が
思

う
以

上

に

ベ

ル

ク
ソ

ン
は
先

の
事

を

考

え

て

い

た

こ
と

で

あ

る
。

そ

し

て

ハ

イ

デ

ガ
ー

は
そ

の
時
間

論

に
お

い

て

、

言

及

し

な

い

だ
け

で

あ

っ
て

現

象

学

的

時

間
論

だ
け

で

は
な

く

、

ベ

ル

ク
ソ

ン
の

時
間



論

を

か

な

り
受

容

し

て

い

る
と

思

わ

れ

る
。

以

上

、

べ

ル`

ク
ソ

ソ
と

ハ
イ

デ

ガ

ー
の

時
間

論

の
共

通

点

、

及

び

ハ
イ

デ

ガ

ー
の

ベ

ル

ク
ソ

ン
か

ら

の

影

響

を
指

摘

し

た

が

、
次

に

こ

の
両

者

の

相

違

を
明

確

に

し

た

い

。

三
　

ベ

ル

グ

ソ

ン

と

ハ

イ

デ

ガ

ー

の

時

間

論

に

お

け

る

相

違

点

両

者

の
相

違

の
第

一

は

、

ハ

イ

デ

ガ

ー

は
死

へ

の

自

覚

、

投

企

を

目

指

し

、

死

、

終

局

へ

の

自

覚

的

姿

勢

を

時

間

と

す

る

の

に
対

し

、

ベ

ル

ク
ソ

ン

に

は

こ

う

し

た
死

の

自

覚

「
死

学
」

が

な

い

。
　ハ
イ

デ

ガ
ー

に

よ
れ

ば
人

間

は
何

故

と

い

う
理

由

な
く

し

て

こ

の
世

界

に
投

げ

出

さ

れ

た

の
で

あ

り

、
ど

こ

か

ら

来
て

ど

こ

へ

行

く

か

は
問

わ

れ
て

い

な

い

。

あ

く

ま

で

も

こ

の

世

界

に

留

ま

る
も

の
で

あ

る
。

ベ

ル

ク
ソ

ン

の
よ

う

に

実

在

か

ら

来

て

実

在

へ

向

か

う

と

い
う

こ

と

は

な

い

。

ハ
イ

デ

ガ

ー
に

お

け

る
真

の

時
間

は

死

、

終

末

の

自

覚

に
基

づ

く

の

で

、

ベ

ル

ク
ソ

ン
の

持

続

に

お
け

る
真

の

自
我

も

、
死

を
自

覚

し

て

い

な

け

れ

ば

非
本

来

的

自

己

と

な

り

、
通

俗

的

時

間

の
中

に

い

る
こ

と

に

な

る

。

逆

に

ベ

ル

ク

ソ

ン

か

ら

は
、

死

を

自

覚

し

て

い

て

も

純

粋

持

続

に
あ
っ
て
生
に
溢
れ
て
い
な
け
れ
ば
真
の
時
間
、
自
我
と
は
言
え
な
い
。
こ

の

よ

う

に
死

学

が

あ

る

か

な

い
か

の
違

い

が

両

者

の
相

違

の
第

一

で

あ

る

。

第

二

は

、

ハ
イ

デ

ガ

ー

は

『
存

在

と

時
間

』

に

お

い

て
実

存

論

的

分
析

論

を

展

開

し

、

実

存

（
Ｅ
ｘ
ｉｓ
ｔｅ
ｎ
ｚ
）

の
考

察

を
行

っ
て

い

る

が

、

ベ

ル

ク
ソ

ン

に

は

実
在

の
概

念

は

あ

っ
て

も
実

存

の
概

念

は
な

い

。

と

い

う

の

は

ベ

ル

ク

ソ

ッ

は

ス

ペ

ン

サ

ー

の

進

化

論

や

心

理

学

、

生

理

学

、

生

物

学

な

ど

の

影

響

の

下

に

出

発

す

る

の

で

、

有

限

性

、

負

い

目

、

不

安

を

臭

わ

す

キ

リ

ス

ト

教

神

学

か

ら

の

影

響

を

受

け

て

い

な

い

か

ら

で

あ

る

。

彼

の

立

場

は

『
創

造

的

進
化
』
(
L
'
e
ｖ
ｏ
ｌ
ｕ
ｔ
ｉ
ｏ
ｎ
　
ｃ
ｒ
ｔ
ａ
ｔ
ｒ
ｉ
ｃ
ｅ
,
　
１
９
０
７
）
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
人
類
進
化
に
立

つ

。

実

存

の

代

わ

り

に

ベ

ル

ク

ソ

ン

で

は

実

在

が

問

題

に

な

る

が

、

実

在

の

流

れ

を

汲

む

人

類

の

生

成

発

展

の

た

め

に

は

、

人

間

の

原

罪

、

負

い

目

、

不

安

は

必

要

が

な

い

。

我

々
人

類

の

前

途

に

は

大

き

な

希

望

、

可

能

性

が

開

か

れ

て

い

る

の

で

あ

る

。

ベ

ル

ク

ソ

ン

の

持

続

の

哲

学

は

、

実

在

、

生

命

、

宇

宙
の
形
而
上
学
と
な
る
。
ベ
ル
ク
ソ
ソ
の
形
而
上
学
は
「
時
間
↓
実
在
↓
創

造
」
で
あ
る
の
に
対
し
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
そ
れ
は
「
時
間
↓
実
存
↓
死
（
終

末

）
」

で

あ

る

。

ハ

イ

デ

ガ

ー

で

は

死

即

無

と

な

り

哲

学

の

根

本

問

題

と

な

る

が

、

ベ

ル

ク

ソ

ン

で

は

無

は

代

置

、

空

虚

な

概

念

に

す

ぎ

な

い

。

死

は

「
生
の
躍
進
」
（
e
l
a
n
　
ｖ
ｉ
ｔ
ａ
ｌ
）
に
よ
っ
て
克
服
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ

う

に

、

ハ

イ

デ

ガ

ー

は

「
死

へ

の

存

在

」
（
Ｓ
ｅ
ｉｎ
　ｚ
ｕ
m

　
Ｔ
ｏ
ｄ
ｅ
）
と

し

て

実

存

を

対

象

と

す

る

の

に

対

し

、

ベ

ル

ク

ソ

ン

に

は

こ

の

よ

う

な

実

存

概

念

が

な

く

、

代

わ

り

に

実

在

が

対

象

と

な

っ
て

い

る

。

こ

れ

が

第

二

の

相

違

で

あ

る

。

第

三

の

相

違

は

方

法

論

的

相

違

で

あ

る

。

言

う

ま

で

も

な

く

ベ

ル

ク

ソ

ン

は
直
観
的
方
法
（
m
e
ｔ
ｈ
ｏ
ｄ
ｅ
　
ｉ
ｎ
ｔ
ｕ
ｉ
ｔ
ｉ
ｖ
ｅ
）
を
取
る
が
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
現
象

学

で

あ

る

。

も

っ

と

も

ハ
イ

デ

ガ

ー

は

フ

ッ

サ

ー

ル

の

現

象

学

を

発

展

さ

せ

て

、

現

象

学

的

存

在

論

を

展

開

す

る

。

現

象

学

の

課

題

は

「
事

象

そ

の

も

の

へ
！
」
（
Ｚ
ｕ
　
ｄ
ｅ
ｎ
　
Ｓ
ａ
ｃ
ｈ
ｅ
ｎ
　
ｓ
ｅ
ｂ
ｌ
ｓ
ｔ
！
）
と
還
帰
し
、
我
々
の
純
粋
意
識
に
現

わ
れ
て
く
る
事
象
、
世
界
を
厳
密
に
記
述
し
、
そ
こ
か
ら
学
問
的
基
礎
付
け
を

ベルクソンとハイデガーの時間論65



行
う
こ
と
で
あ
る
。

ハ
イ
デ

ガ
ー
も
こ
の
方
法
に
よ
っ
て
現

存
在
の
実
存
論

的
分
析

論
を
行

っ
て

い
る
。
そ

こ
で
中
心

に
な
っ
て
い

る
の
は
分
析
、
記

述

で

あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て

ベ
ル
ク
ソ
ン
の
方
法

は
直
観
的
方
法
で
あ

る
が
、

こ
れ
は
対
象
、
実
在
と

の
合
一
、
体
験
的
認
識
で

あ
り
、
こ

の
方
法
で

は
実

在
が
記
述
し
尽

く
せ
な
い
の
で

あ
る
。
こ
こ
に
現

象
学
と
直
観
的
方
法

の
決

定

的
な
差
異
が
存
在
す
る
。
従

っ
て
死

へ
の
自
覚
的
在

り
方

を
時
間
と
す

る

ハ
イ
デ

ガ
ー
の
時
間
論
は
記
述
し
う
る
が
、
体
験
的
認
識

、
合
一

を
目
指

す

ベ
ル
ク
ソ
ン
の
純
粋
持
続
の
時
間
論
は
記
述
し
尽
く
せ
な
い
の
で
あ
る
。
こ

の
違
い

は
言
葉
に
対
す

る
見
解
の
相
違
で
も
あ
る
。
ベ
ル
ク
ソ

ン
に
お
い
て

言
葉

は
実
在
の
影
、
殼
で
、
実
在

の
真

の
姿
を
表
わ
す
も
の
で

は
な
い
。
し

か
し

ハ
イ

デ
ガ
ー
に
お
い
て
言
葉

は
「
存
在
そ
の
も
の
」

を
表

わ
し
、
後

期

に
お
い
て

は
「
存
在
の
家
」
に
な

る
。
こ
う
し
た
相
違
は
方
法
論

の
違

い
に

基
づ
く

の
で
あ
り
。
こ
の
相
違
を
知

る
こ
と
は
ベ
ル
ク
ソ

ン
と

ハ
イ
デ
ガ
ー

の
哲
学

を
解
明
し
て
行

く
上
で
有
意
義
で
あ
ろ
う
。

四
　

結
　
　

論

以

上
、
ベ
ル
ク
ソ

ン
と

ハ
イ
デ

ガ
ー
の
時
間
論

を
考
察
し
て
き
た
が
、
こ

れ
に
ょ

っ
て
両

者
の
類

似
性
、

ハ
イ
デ

ガ
ー
の
ベ
ル
ク
ソ

ン
か
ら

の
影
響
が

理
解
で
き
た
と
思

わ
れ
る
。
私
も
最
初
は
両
者

の
交
差
点

を
見
出
せ
な

か
っ

た
が
。
『
存
在
と
時
間
』
を
読
ん
だ
時
、
そ
の
時
間
論
の
二
元
論
的
構
成
に
お

い
て
、
す
ぐ
に
ベ
ル

ク
ソ

ン
の
時
間
論
が
閃
い
た
の
で
あ

る
。

さ
ら
に
ハ
イ

デ
ガ
ー
の
ル
ー
ツ
を
探
っ
て
フ
ッ
サ
ー
ル
を
読
ん
だ
時
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
時

間
論
と
似
て
い
る
の
で
驚
い
て
し
ま
っ
た
。
し
か
も
フ
ッ
サ
ー
ル
が
イ
ン
ガ

ル
デ
ン
を
通
し
て
ベ
ル
ク
ソ
ン
を
知
っ
た
こ
と
は
二
重
の
驚
き
で
あ
っ
た
。

ベ
ル
ク
ソ
ン
と
フ
ッ
サ
ー
ル
は
概
念
や
言
葉
が
違
っ
て
い
て
も
、
そ
の
本
質

を

目

指

す

ベ

ク

ト

ル

は

同

じ

だ

っ

た

の

で

は

な

い

か

。

従

っ

て

ハ

イ

デ

ガ

ー

が
ベ
ル
ク
ソ
ン
に
対
し
て
批
判
的
で
あ
る
に
し
て
も
、
フ
ッ
サ
ー
ル
の
中
か

ら

純

粋

持

統

を

発

見

し

、

そ

れ

か

ら

影

響

を

受

け

た

と

し

て

も

不

思

議

で

は

な

い

。

と

す

れ

ば

、

ベ

ル

ク

ソ

ン

の

時

間

論

の

再

評

価

が

必

要

と

思

わ

れ

る

。

（
―
）
Ｅ
ｄ
ｍ
ｕ
ｎ
ｄ
　
Ｈ
ｕ
ｓ
ｓ
ｅ
ｒ
ｌ
ｓ
，
　
Ｖ
ｏ
ｒ
ｌ
ｅ
ｓ
ｕ
ｎ
ｇ
ｅ
ｎ
　
ｚ
ｕ
ｒ
　
Ｐ
ｈ
ａ
ｎ
ｏ
ｍ
ｅ
ｎ
ｏ
ｌ
ｏ
ｇ
ｉ
ｅ
　
ｄ
ｅ
ｓ
　
ｉ
ｎ
-

ｎ
ｅ
ｒ
ｅ
ｎ
　
Ｚ
ｅ
ｉ
ｔ
ｂ
ｅ
w
ｕ
ｓ
ｓ
ｔ
ｓ
ｅ
ｉ
ｎ
ｓ
，
　
Ｍ
ａ
ｘ
　
Ｎ
ｉ
ｅ
ｍ
ｅ
ｙ
ｅ
ｒ
　
Ｖ
ｅ
ｒ
ｌ
ａ
ｇ
,
　
１
９
２
８
．
無
論
、
私

は

こ

の

著

作

に

お

け

る

ジ

ェ

ー

ム

ズ

か

ら

の

影

響

を

忘

れ

る

も

の

で

は

な

い

。

（

２

）
　

Ｒ

ｏ
ｍ

ａ

ｎ

　
Ｉ
ｎ

ｇ

ａ

ｒ

ｄ
ｅ

ｎ

　（

１
８

９
３
-

１
９
７
０

）

ポ

ー

ラ

ン

ド

の

現

象

学

派

の

哲

学

者

。

ゲ
ッ
テ
ィ
ン
ゲ
ン
、
フ
ラ
イ
ブ
ル
ク
で
フ
ッ
サ
ー
ル
に
学
び
彼
の
優
れ
た
弟
子

と

な

っ

た

。

一

九

一

八

年

に

フ

ラ

イ

ブ

ル

ク

大

学

で

学

位

を

得

る

。

論

文

は

”
Ｉ
ｎ

ｔ
ｕ

ｉ
ｔ
ｉ
ｏ
ｎ

　
ｕ

ｎ

ｄ

　
Ｉ
ｎ

ｔ
ｅ

ｌ
ｌｅ

ｋ

ｔ

　
ｂ
ｅ

ｉ
　
Ｈ

ｅ
ｎ

ｒ

ｉ
　
Ｂ

ｅ
ｒ
ｇ

ｓ
ｏ

ｎ

”

（

３

）

　

Ｅ

ｄ
ｍ

ｕ

ｎ

ｄ

　Ｈ

ｕ

ｓ
ｓ
ｅ

ｒ

ｌ
，

　
Ｂ

ｒ

ｉ
ｅ

ｆ
ｅ

　ａ

ｎ

　
Ｒ

ｏ
ｍ

ａ

ｎ

　Ｉ
ｎ

ｇ

ａ

ｒ

ｄ
ｅ
ｎ

，
　
Ｈ

ｅ

ｒ
ａ
ｕ

ｓ
ｇ

ｅ
ｇ

ｅ

ｂ
ｅ
ｎ

ｖ

ｏ
ｎ

　
Ｒ

ｏ

ｍ

ａ
ｎ

　
Ｉ
ｎ

ｇ

ａ

ｒ

ｄ
ｅ
ｎ

，
　
Ｍ

ａ
ｒ

ｔ
ｉｎ

ｕ

ｓ

　
Ｎ

ｉ
ｊ
ｈ
ｏ

ｆｆ

，
　
１

９
６

８
，
　
ｐ

．
　
１

５
４

．

（
４
）
　
　
　
ｉ
ｂ
ｉ
ｄ

．
,
　
ｐ
．
　
１
２
１
．

（

５

）
　
　

ｉ
ｂ
ｉ
ｄ

．，
　
ｐ

ｐ

．
　
１

１
５
-

１
１
６

．

（
６
）
　
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
『
存
在
と
時
間
』
原
佑
、
渡
辺
二
郎
訳
、
中
央
公
論
社
、
世

界

の

名

著

、

六

六

四

～

六

六

五

ペ

ー

ジ

。

（
７
）
　
拙
稿
「
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
の
世
界
内
存
在
の
論
証
を
め
ぐ
っ
て
」
（
日
本

倫

理

学

会

、

昭

和

六

十

二

年

第

三

十

八

回

大

会

、

研

究

発

表

要

旨

）

尚
、
”
Ｓ
ｅ
ｉ
ｎ
　
ｕ
ｎ
ｄ
　
Ｚ
ｅ
ｉ
ｔ
”
の
原
典
は
’
　
Ｍ
ａ
ｘ
　
Ｎ
ｉ
ｅ
ｍ
ｅ
ｙ
ｅ
ｒ
　
Ｖ
ｅ
ｒ
ｌ
ａ
ｇ
，
　
Ｔ
ｕ
ｂ
ｉ
ｎ
ｇ
ｅ
ｎ
「

１
９

７
９

を

使

用

。

注

は

必

要

最

小

限

に

留

め

た

。

（
な
か
と
み
・
き
よ
か
ず
、
哲
学
、
千
葉
市
立
稲
毛
高
等
学
校
教
諭
）
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