
〈
研

究

論

文

６

〉

芸

術

に
お

い
て

「
出

で

来

る
」

も

の

ｌ

世
阿
弥
伝
書
と
実
存
思
想
と
の
比
較
か
ら
ｌ

序

『
風
姿
花
伝
』

の
み

な
ら
ず

、
『
花
鏡
』
『
拾
玉
得
花
』

等
の
世

阿
弥
伝
書
に

は
、
演
能
活
動

の
際

に
は
人
力

で
は
如

何
と
も
し
難

い
力
が

働
く
こ
と
が
述

べ
ら
れ
て

い
る
。
こ

の
こ
と
に
つ
い
て
、
伝
存
す

る
世
阿

弥
伝
書
に
あ
た

っ

て
考
察
す

る
こ

と
が
本
研

究
の
意
図

で
あ
る
。
し

か
し

な
が

ら
、
こ
れ
ら
の

伝
本

を
研
究
す

る
際

に
は
、
哲
学
の
体
系
的
理

論
を
研

究
す

る
場
合
と
は
異

な
る
注
意
点
が

あ
る
と
思
わ
れ
る
。

世
阿
弥
伝
書

は
今

日
で
は
翻

刻
出

版
も
進
み
、
誰
も

が
手

軽
に
手

に
す
る

こ
と
が
で
き

る
。

だ
が
、
各
伝
本
の
奥
書

の
ほ
と

ん
ど

に
は
、
秘
伝
と
し
て

他
見
を
禁
じ

る
記
述

が
あ
り

、
さ
ら

に
そ
れ
ら

は
特
定
個
人

に
向
け

て
相
伝

さ
れ
て

い
る
こ
と
が

記
さ
れ
て

い
る
。
「
弟
四

郎
相
伝

ス
ル
ト
云

ヘ
ド
モ
、

元
次
芸
能
感
人
タ
ル
ニ
ヨ
テ
」
や
「
金
春
大
夫
、
芸
者
見
所
有
依
、
為
相
伝

乳

也
」

な
ど
と

い
う
記
述

か
ら
、
相
伝
さ
れ
た
人
間
の
芸
体
験
や
力
量
、
性

格
、
理
解
度
な
ど

を
考
え
な
が
ら
、
個
別

の
実
践

的
芸
と

相
補
関
係
の
理
論

と
し
て

相
伝
さ
れ
て

い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

世
阿
弥

伝
書

が
評
価
さ
れ
る
の
は
、
観
阿
弥
や
世
阿

弥
と
い
う
個
人
の
特

殊

な
経

験
を
理
論
的
言
説
の
形

に
ま
で
昇
華
し
た
か
ら
で

あ
る
が
、
も
と
も

と
こ
れ
ら

の
伝

書
は
そ
れ
自
体
で
完
結
し
た
理
論
的
体

系
と
し
て

捉
え
る
こ

と

が
で
き

な
い
ば
か
り
で

な
く
、
不
特
定
多
数
が
理
解
で
き

る
よ

う
な
配
慮

の
も
と

に
残
さ
れ
た
も
の
で
も
な
い
。
こ
の
伝
書
を
芸

術
論
と
し
て
、
あ
る

い
は
ひ
と

つ
の
思

想
と
し
て
捉
え
る
場
合
、
そ
れ
を
考
慮

に
入
れ

な
け
れ
ば

な
ら
な

い
。

そ
こ
で

、
研
究

の
方
法
が
問
題
と
な
る
。
問
題

と
な

る
の
は
伝
書
記
述
の

ど
こ
ま
で

を
一
般
化
し
て
考
え
ら
れ
る
か
で
あ

る
が
、
そ
れ
を
見
極
め
る
手

段

の
ひ
と
つ
と
し
て
、
本
論
考
で
は
西

洋
の
理
論
哲
学
と

の
比
較
研
究
と
い
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う
手
法
を
用

い
る
こ
と
と
す
る
。
そ
れ

に
よ

っ
て
、
伝
書
中

に
語
彙
や
語
法

の
混
乱
が
あ
る
と
し
て
も
、
世
阿
弥
が
一
貫
し
て
述
ベ
よ
う
と
し
て
い
た
こ

と
に
つ

い
て

、
あ
る
程
度
明
確
化
で
き

る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

比
較
対
象
と
し
て

は
、
雑
誌

『
文
学
』
誌
上
で
催
さ
れ
た
「
世
阿
弥
能
楽

論
研
究
」
と
い
う
座
談
会
で
、
和
辻
哲
郎
が
世
阿
弥
と

ハ
イ
デ

ガ
ー
を
比
較

し
た
発
言
を
手
が
か
り
と
し
て
、

ハ
イ

デ
ガ
ー
の
実
存
思
想
や
、

ハ
イ

デ
ガ

ー
と
同
時
期
の
哲
学
者
ベ
ッ
カ
ー
の
思
想
な
ど
と
も
比
較
検
討
す
る
こ
と
に

よ

っ
て
、
世
阿
弥
の
思
想
の
輪
郭
を
枠
取
り
す
る
こ
と
を
目
指
し
た

い
。

世

阿

弥

伝

書

に
お

け

る

「
出

で

来

る

」

と

ハ
イ

デ

ガ

ー

に

お
け

る

「
Ｓ
ｅ
ｉｎ
ｋ
ｏ
ｎ
ｎ
ｅ
ｎ
」

昭
和
一
一
年
か
ら
一
二
年
に

か
け
て
雑
誌

『
文
学
』
誌
上
に
「
世
阿
弥
能

楽
論
研
究
」
と
い
う

タ
イ
ト
ル
で
、
八
回
に
わ
た
り
催
さ
れ
た
座
談
会

の
研

究
内
容
が
連
載
さ
れ
た
。
第
三
回

か
ら
第
五
回
で
は
世
阿
弥
伝
書

『
風
姿
花

伝
第
三
問
答
条

々
』
（
以
下
『
問
答
条

々
』
と
す
る
）
が
検
討
さ
れ
て

い
る
。

『
問
答

条
々
』

は
、
能

に
関

わ
る
根
本
的

な
問

い
が
発
せ
ら

れ
。
そ
れ

に
対

し
て
解
答
を
与
え
る
と

い
う

ス
タ
イ

ル
で
叙
述

さ
れ
て

お
り
、

そ
の
問

い
は

全
部
で

九
つ
あ

る
。
問
題

と
な

る
の
は
第
一
問

答
で

あ
る
。
「
問
。
抑
、
申

楽
を
始
む
る

に
、
当
日

に
の

ぞ
ん
で

、
先
座
敷

を
見
て
吉
凶
を

か
ね
て

知
る

事

は
、
如
何
な

る
事
ぞ
や
。
答
。
此

事
一
大
事

な
り
。
其
道

に
得

た
ら

ん
人

な
ら
で

は
、
こ
こ
ろ
う

ベ
か
ら
ず
。
先

、
そ
の
日
（
の
）
庭
を
見

る
に
。
今

日
は
能
よ
く
出
で
来
ベ
き
、
悪
し
く
出
で
来
ベ
き
瑞
相
あ
る
ベ
し
。
是
、
申

が
た
し
。
・
・
・
・
・
・
・
」

こ

の

箇

所

に

関

し

て

、

和

辻

が

「
能

よ

く
出

で

来

ベ

き

、

悪

し

く

出

で

来

ベ

き

」

に

あ

る

「
出

来

」

と

い
う

語

は

、
現

在

使

用

さ

れ

る

よ

う

な

出

来

が

い

い
わ

る

い

と

い

う

意

味

で

あ

ろ

う

が

、

こ
れ

を

通

常

考

え

ら

れ

て

い

る

よ

う

に

「
為

し

能

う

」

と

い
う

意

味

で

は

な

く
、

能

が

ど

こ

か
か

ら

「
出

て

来

る

」

と

と

る

な

ら

ば

、

そ

れ

は
演

出

す

る

人
が

自

分

の

意

志

で

自

由

に

左

右

し

う

る

こ

と

で

は

な

く

、

何

か
運

命

的

に
与

え

ら

れ

る

と

い

っ
た

よ

う

な

意

味

に
な

る

。

芸

術

に
お

い
て

は
、

ま

ず

ア

イ

デ

ア
が

あ

っ
て

、

そ

れ

を

当

人

が

意

識

的

に

実

現

す

る

わ

け

で

は
な

く

、
先

見

を
許

さ

な

い
新

し

い
創

造

が

働

か
な

く

て

は

な

ら

な

い
。

そ

の

よ

う

な

意
味

で

芸

術

の

創

造

は

「
出

で

来

る

」

の

だ

と

い

う

こ

と

に

な

る

。

計

算

通

り
行

く

も

の

だ

と

わ

か

っ
て

い

れ

ば

、

今

日

の

舞

台

が

う

ま

く

で

き

る

か

否

か
を

問

題

に

す

る

必

要

も

な

い

の

で

あ

り

、

ど

う

な

る

か
わ

か
ら

な

い
か

ら

こ

そ
、

こ

こ

で

は
予

知

を

重

大

な

こ

と

と

し

て

問

題

に
し

て

い

る
の

で

は

な

い

か

、
と

い
う

趣

旨

の

こ

と

を

述

ベ

る
。

そ

の

議

論

の

最

後

に

「
私

が

面

白

い

と

思

う

の

は

、

未

来

の

事

が

『
出
で
来
る
』
、
従
っ
て
『
出
来
る
』
、
『
為
し
得
る
』
と
い
う
連
関
で
す
。
近

頃

ハ

イ

デ

ガ

ー

が

喧

し

く

言

っ

て

い

る

事

を

連

想

し

た

の

で

す

。

…
Ｓ
ｅ
ｉ
ｎ
ｋ
ｏ
ｎ
ｎ
ｅ
ｎ
―
有
り
得
る
と
い
う
事
を
未
来
に
結
び
つ
け
た
ん
で
す
。

こ
こ
で
も

『
出
で

来
る
事
』

は
『
出
来
る
事
』
に
転
化

し
て
き

ま
す
ね
。

ハ

イ
デ
ガ
ー
の
考
と
は
偶
然
の
似
寄
り
で
す
が
、
中
々
面
白
い
と
思
う
」
と

い
う
発
言

を
も

っ
て
議

論
は
尽

き
る
。

こ

の
一
連
の
発

言
を
手

が
か
り
と
し
て
、
世
阿
弥
と

ハ
イ
デ

ガ
ー
の
思

想
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と

を

比

較

検

討

し

て

み

た
い

。

ま

ず

類

似

点
で

あ

る

が

、

和

辻

の

い

う

「
偶

然
の
似
寄
り
」
は
「
出
て
来
る
―
出
来
る
―
可
能
」
と
い
う
連
関
と

「
Ｓ
ｅ
ｉｎ
ｋ
ｏ
ｎ
ｎ
ｅ
ｎ
　
-あ
り

得

る

―
未

来
」

と

い
う

連

関

に

あ

る
。

こ

の

両
者

は
、

ま

ず

、

最

も

単

純

に

考

え

れ

ば

、

言

葉

の

連

関

が

意

味

を

導

い

て

い

る

と

い

う

現

象

が

似

て

い

る

と

い

え

る

。
「
Ｓ
ｅ
ｉｎ
ｋ
ｏ
ｎ
ｎ
ｅ
ｒ
ｉ
ｊ

分

解

す

れ

ば

「
あ

る
・
で

き

る
」
で

あ
り

、
「
あ

る

こ

と

が

出
来

る
」

す

な

わ

ち

「
あ

り

得

る
」

で

あ

る
。
「

あ
り

得

る
」

こ

と

は
現

在

や

過

去

に
で

は

な

く

未

来

に

関

わ

る

こ

と

で

あ

る
。

そ

こ

で

「
Ｓ
ｅ
ｉｎ
ｋ
ｏ
ｎ
ｎ
ｅ
ｎ
　―
あ

り

得

る

―
未

来

」

に

は

連

関

が

あ

る
と

い

え

る
。

こ

の
よ

う

な

状

況

が

、「
出

て

来

る

―
出

来

る

―
可

能

」

と

い

う

連

関

に

も

あ

り

。

そ

れ

が

偶

然

に

も

似

て

い

る
、

と

い
う

こ

と

に
な

ろ

う

。

次

に

「
こ

こ

で

も

『
出

で

来

る
事

』

は

『
出

来

る
事

』

に
転

化

し

て

き

ま

す

ね

」

と

あ

る

こ
と

に

注
目

し

て

み

た

い
。

こ

こ

、

す

な

わ

ち

「
Ｓ
ｅ
ｉｎ
ｋ
Ｓ
ｎ
―

ｎ
ｅ
ｎ

―
有

り

得

る

―
未

来

」

で

も

、
出

で

来

る

こ

と

が

出

来

る

こ

と

に

転
化

し

て

い

る
と

い

う

こ

と

で

あ

る
。

ま

た
、
「
未

来

の

事
が

『
出

で

来

る
』
、

従

っ
て

『
出

来

る

』
、
『
為

し

得

る

』
と

い

う
連

関

」

と

い

う
発

言

か
ら

、

和
辻

が

類

似

性

を

感

じ

て

い

た

の

は

単
純

な

言
葉

の
連

関

で

は

な

く

、

成

功

す

る

た

め

に

「
出

て

来

る
」

の

は

未

来

の

事

で

あ

り

、

未

来

の

事

が

出

て

来

て

「
出

来

る

・
為

し

得

る
」

状

態

に

な

る
と

捉

え

て

お
り

、

両

者

と

も

最

終

的

に
未

来

へ
と

結

び

つ

く

と

い

う

こ
と

に
偶

然

の
似

寄

り

を

見

い

だ

し

て

い

た

、

と

い

う

可

能

性

も

考
え

ら

れ

る

。

だ

が

、

未

来

と

い

う

こ

と

に

目

を
向

け

る
と

、

む

し

ろ

世

阿

弥

と

ハ
イ

デ

ガ

―

と

の

相

違

点

こ

そ

が

明

確

に

な

る

と

思

わ

れ

る

。

以

下

、

未

来

と

い

う

観

点

か

ら

相

違

点

を

検

討

し

て

ゆ

く

。

「
Ｓ
ｅ
ｉｎ
ｋ
ｏ
ｎ
ｎ
ｅ
ｎ

存

在

可

能

」

と

い

う

語

は

、

ハ

イ

デ

ガ

―

の

主

著

で

あ

る

『
存

在

と

時

間

』

の

中

に

散

見

さ

れ

る

語

句

で

あ

る

が

、

そ

も

そ

も

、

Ｓ
ｅ
ｉｎ
ｋ
ｏ
ｎ
ｎ
ｅ
ｎ

と

未

来

と

の

関

わ

り

が

ハ

イ

デ

ガ

―

に

お

い

て

は

ど

の

よ

う

に

捉

え

ら

れ

て

い

た

か

を

確

認

し

て

お

き

た

い

。

ハ

イ

デ

ガ

ー

は

、

現

存

在

の

実

存

論

的

構

成

を

Ｂ
ｅ
ｆ
ｉｎ
ｄ
ｌｉｃ
ｈ
ｋ
ｅ
ｉｔ

と

Ｖ
ｅ
ｒ
ｓ
ｔｅ
ｈ
ｅ
ｎ

の

ふ

た

つ

に

あ

る

と

し

た

。

Ｂ
ｅ
ｆｉｎ
ｄ
ｌｉｃ
ｈ
ｋ
ｅ
ｉｔ

と

は

、
「
情

状

性

」

や

「

情

態

性

」
「

心

境

」

な

ど

と

訳

さ

れ

る

よ

う

で

あ

る

が

、

特

定

の

感

情

を

指

す

の

で

は

な

く

、

人

間

が

感

情

や

情

緒

、

情

動

を

も

っ

て

い

る

こ

と

そ

れ

自

体

を

指

す

。

こ

こ

で

は

心

境

と

し

て

お

き

た

い

が

、

こ

の

心

境

を

み
ず
か
ら
理
解
、
了
解
す
る
と
い
う
意
味
で
、
「
Ｖ
ｅ
ｒ
ｓ
ｔ
ｅ
ｈ
ｅ
ｎ
　
は
心
境
と
と

も
に
等
根
源
的
に
、
現
存
在
を
構
成
す
る
」
重
要
な
概
念
で
あ
る
。
第
一
義

的

な

意

味

で

心

境

を

受

け

と

り

感

じ

と

る

こ

と

で

あ

り

、

そ

も

そ

も

理

解

、

認

識

、

判

断

を

可

能

な

ら

し

め

る

前

提

と

な

る

も

の

で

あ

る

が

。

こ

れ

は

、

た

ん

に

知

覚

す

る

と

い

っ

た

認

識

を

指

す

の

で

は

な

く

、「

実

存

論

的

に

は

、

了

解

す

る

こ

と

の

う

ち

に

Ｓ
ｅ
ｉｎ
ｋ
ｏ
ｎ
ｎ
ｅ
ｎ

存

在

可

能

と

し

て

の

現

存

在

の

存
在
様
相
が
あ
る
」
の
で
あ
り
、
「
了
解
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
こ
の
よ
う

な

存

在

可

能

を

存

在

す

る

こ

と

で

あ

る

が

、

存

在

可

能

は

、

ま

だ

眼

前

に

な

い

も

の

の

よ

う

に

、

到

来

し

て

い

な

い

と

い

う

こ

と

で

は

な

く

、

む

し

ろ

本

質

上

、

決

し

て

客

体

と

し

て

で

は

な

く

、

現

存

在

の

存

在

と

共

に

実

存

の

意

味
に
お
い
て
『
あ
る
』
の
で
あ
る
。
」

もの芸術におい て「出で来 る」75



つ
ま
り

ハ
イ
デ

ガ
ー
に
よ
れ
ば
、
特
定

の
心
境
が
示

さ
れ

た
段
階
で

、
ま

た
そ
の
心
境
を
了
解
し

た
段
階
で
、

そ
の
心
境

に
よ

っ
て
限
定

さ
れ
た
可

能

性
と
し
て
の
未
来
が
す
で

に
生
き
ら
れ
て

い
る
の
で
あ

る
。
我

々
は
日
常
的

に
過
去
・
現
在
・
未
来

を
直
線
上

の
位
置
関
係
の
よ
う

に
空
間
化
し
て

把
握

し
て

い
る
。
「
出

で
来

る
」

を
「
で
て
く

る
」
と

と
る
場
合

な
ど
も
、
こ

れ

ま
で
非
在
で
あ

っ
た
も

の
の
到
来
と

い
う
形
で
、
未
来
を
空
間
化
し
て

把
握

し
て
い
る
と
い

っ
て
よ

い
。
だ
が
、

ハ
イ
デ

ガ
ー
の

い
う
未
来

は
、
今

こ
こ

に
な
く
て
い
ず
れ
出
て
来
る
と

い
っ
た
形
で
把
握
さ
れ
る
未
来
と

は
異

な
り
、

す
で
に
現
存
在
と
し
て
実
存
の
意
味
で
生
き
ら
れ
て
い
る
未
来

な
の
で

あ
る
。

翻

っ
て
世
阿

弥
伝
書

を
見
て
み

る
と
、
『
問
答

条
々
』

が
問
題

に
し
て

い

る
の
は
能
楽
師
自
身
の
実
存
や
人
間
存
在
一
般
の
未

来
で
は
な
く
、
今
日
こ

こ
で
行

う
能
が
成
功
す
る
か
否
か
と
い
う
一
点
の
み
で

あ
り
、
未
来
一
般
に

つ
い
て

の
世
阿

弥
の
考
え
方
は
明
示

さ
れ
て

い
な
い
。
し
か
し
こ
れ
を
仮
に
、

舞
台
の
成
功
・
不

成
功
を
担
う
能
楽
師
の
実
存
の
問

題
と
し
て
考
え

た
と
し

て
も
、
決
定
的
な
相
違
点
と
し
て
考
え
ら
れ
る
の
が
「
E
n
t
w
u
r
f
投
企
」

と
い
う
問
題
で

あ
る
。

「
…
…
了
解
は
、
わ
れ
わ
れ
が
投
企
と
名
付
け
る
実
存
論
的
構
造
を
み
ず
か

ら
そ
な
え
て

い
る
の
で
あ
る
。
了
解
は
、
現
存
在
の
存
在
を
そ
れ
へ
向
け
て

投
企
す
る
ば
か
り
で

な
く
、
そ
れ
と
同
じ
く
根
源
的
に
、
現

存
在
の
そ
の
つ

ど
の
世
界
の
世
界
性
と
し
て
の
有
意
義
性
へ
向
け
て
投
企
す
る
の
で
あ
る
。
」

す
な
わ
ち
、
心
境
を
了
解
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
た
だ
心
境
を
感
じ
と
り

受
け

と

っ
た
と
い
う
こ
と
以

上
に
、
そ
の
心
境
か
ら
示

さ
れ
る
可

能
性
を
受

け

と
る
こ

と
で

あ
り
、
そ
の
可

能
性

は
新
た
な
自
己
の
進
む
べ
き
方
向

を
示

し
て

お
り

、
あ
る
行
動

を
企
て

向
か
わ
せ
る
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。

し

か
し

な
が
ら

、
芸
術
に
お
い
て

は
こ
の
投
企
的
存
在
と
し
て

の
み
現
存

在

を
考
え
る
こ

と
に

は
限
界

が
あ
る
。
「
そ
れ
は

『
決
意
』
し

『
企
て
』

る

実
存
的
自
由
が

、
に
も

か
か
わ
ら
ず
絶
対
に
及

ば
な
い
限
界

の
か
な
た
に
関

わ
っ
て

い
る
。
ひ

と
言
で

い
え

ば
、
人
間
は
あ
る
行
動

を
企
て

る
こ
と

は
で

き
て
も
、
そ
の
行
動

の

『
成
功
』
を
つ
ね
に
企
て

る
こ

と
は
で
き

な
い
と

い

う
限
界

に
か
か
わ
っ
て

い
る
。
…
…

『
決
意
』

と

『
成

功
』
と

の
こ
の
懸
隔

は
、
と
く

に
芸
術
活
動

に
お
い
て
典
型
的
な
か
た
ち
で
現
れ
て
く

る
。
な
ぜ

な
ら
彼
は
芸
術
活
動
が
最
後

に
完
結
す
る
前
に
、
い
っ
た
い
何
が
完
成
の
め

ど
で
あ
る
か
を
ま
っ
た
く
知
る
こ
と
は
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
」

そ
も
そ
も
和

辻
自
身

が
こ

の
座
談
会
で
強
調
し
て
発

言
し
た
の
は
、
「
未

来
は
自
分
で

作
る
も
の
で
あ
る
く
せ
に
、
自
分
の
自
由
に
な
ら
な
い
」
と
い

う
問
題
で

あ
る
。
能
の
成
就
に
関
し
て
、
努
力
や
訓
練

に
よ

っ
て
の
み
成
功

が
も
た
ら

さ
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
努
力

の
方
向
性
や
訓
練
の
方
法
を
問
題
に

す
れ
ば
よ
い
の
で
あ

っ
て
、
座
敷
を
窺

っ
て
吉
凶
を
判
断
す
る
必
要
は
な
い
。

未
来
予

知
が
重
要

視
さ
れ
る
の
は
、
人
間

の
意
識
的
な
行
為
が
通
用
し
な
い

か
ら
で

あ
る
。
こ
の
芸
術
家
に
特
有
の
実
存
の
問
題
に
視
点
を
向
け
た
の
が
、

ハ
イ
デ
ガ
ー
と
同
時
期
の
現
象
学
者
で
あ

る
ベ

ッ
カ
ー
で
あ
る
。



人

為

の

及

ば

ぬ

運

命

的

な

る

も

の

―
世
阿
弥
伝
書
と

べ
ッ
カ
―
に
お
け
る
芸
術
家
の
実
存
―

能
が
完
結
し
た
状
態
、
こ
の
テ
ク
ス
ト
に
お
い
て
は
「
能
よ
く
出

で
来
べ

き
」

状
態
は
、
自
分
の
意
志
や
意
識
の
み

で
は
可

能
に
な
ら
な
い
。
そ
の
よ

う
な
芸
術
の
創
造
・
成
就
と
い
う
観
点
か
ら

見
れ
ば
、
和
辻
の
指
摘
し
た

ハ

イ
デ
ガ
―
以
上
に
、
世
阿
弥
伝
書
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
べ
ッ
カ
ー
の

思
想
と
の
類
似
点
を
も

っ
て

い
る
の
で

は
な
い
か
と
考
え

ら
れ
る
。
以
下
、

ベ
ッ
カ
カ
ー
の
美
学
思
想
と
の
比
較
検
討
を
し
て
み
た
い
。

ベ
ッ
カ
―
の
哲
学
思

想
は
、
初
期
の
段
階

か
ら

ハ
イ

デ
ガ

―
の
実
存
思
想

で

は
自

然
的

な
も
の

が
十

分

に
表
さ
れ

て
い

な
い
と

し
て
、
「
Ｄ
ａ
ｓｅ
ｉｎ

現

存
在
」
に
対
し
て
、
そ
れ
を
補
完
す
る
概
念
と
し
て
「
D
a
w
e
s
e
n
現
本

質
」

を
対
置

し
、
人
間
存
在

は
本
来
的

に
死

へ
と
関

わ
る
歴

史
的
な
現
存
在

と
し

て
だ
け

で
は
な
く
、
不
変

、
不
死

、
非
歴

史
性

を
特
徴
と
す
る
現

本
質

と
し
て

も
扱

わ
な
け

れ
ば
な
ら

な
い
と
し

た
。

な
か
で
も
、
こ
の
現
本
質
と

必
然

的
に
関

わ
ら
ざ
る
を
得

な
い
の
が

芸
術
家
で
あ
り

、
芸
術
家
の
実
存
を

特
殊

な
も
の
と
し
て
位
置
づ
け

た
。

「
芸
術

家
（
天
才
）

の
現
存
在

は
、
た

ん
に
了
解

（
存

在
可

能
）
だ
け
だ
と

考
え
ら
れ

る
べ
き
で

は
な
い
。
こ
の
決
定
的
な
問
題

を
す
で

に

シ
ェ
リ

ン
グ

は
気
づ

い
て

い
た
。
…
…

『
芸
術
の
う
ち
で
意
識
や
熟
慮
や
反
省

に
よ

っ
て

行
わ
れ

る
も

の
、
ま

た
教
え
た
り
学
ん
だ
り
。
伝
承
や
自
分
自
身
で
の
熟
慮

に
よ

っ
て

到
達
で
き
る
も
の
』
の
他

に

『
無

意
識
的
な
も
の
』
『
た
だ
自
然

の
自
由
な
恩

寵
を
通
じ
て
の
み
生
ま
れ

つ
き

与
え
ら
れ
得
る
も

の
』
『
芸
術

に
お
け
る

Ｐ
ｏ
ｅ
ｓ
ｉｅ

詩
趣
』
が
付
け

加
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
芸
術

家
の
現

存
在

は
つ
ま

り

『
Ｔｙ
ｃ
ｈｅ

運
命
』
で

あ
り
、
こ
の
運
命

は
芸
術
家

に
本
質

的
に
関
与
す
る
。
天
才
を
規
定
す
る
存
在
論
的
カ
テ
ゴ
リ
ー
と
し
て

の
了
解
、
存
在
可
能
が
、
力
を
及
ぼ
せ
る
限
界
が
こ
こ
に
あ
る
。
」

こ
の
べ
ッ
カ
ー
の
思
想
と
世
阿
弥
伝
書
の
記
述
に
は
類
似
点
が
認
め
ら
れ

る
。
座
談
会
で

の
和
辻

の
発
言
に
「
『
い
で
く
る
』
す

な
わ
ち
能
が
何
処
か

か
ら

『
出

て
来
る
』
と

い
う
よ
う
に
考
え
る
と
す
る
と
、
演
出
す
る
人
が
自

分

の
意
志

で
自

由
に
左
右
し
得
る
こ
と
で
は
な
く
、
何
か
が
運
命
的
に
与
え

ら

れ
る
と

い
っ
た
よ
う
な
感
じ

に
な
る
。
」
と

い
う

も
の
が
あ
る
が
、
仮

に

世
阿
弥

の
意
図

を
離
れ

『
問
答
条
々
』
第
一
問
答
を
能
楽
師

の
実
存
の
問
題

と

し
て

考
え
る
と
す
れ
ば
、
こ
の
発
言
な
ど
は
和
辻

自
身
が
比
較
し
た

ハ
イ

デ
ガ
―
の
存
在
可
能
で
は
な
く
、
む
し
ろ
べ
ッ
カ
ー
の
も
の
に
近
い
と
思
わ

れ
る
。

ま
た
、
こ
の
和
辻
の
発
言
に
つ
い
て
は
座
談
会
の
メ
ン
バ
ー
で
異
を
唱
え

る
者

は
な
く
、
能
楽
研
究
者
も
み
な
全
面

的
に
賛
同

し
て

い
る
雰
囲
気
が
あ

る
。
中
で

も
注
目
し

た
い
の
は
野
上
豊
一
郎
、
能
勢
朝
次
が
、
世
阿
弥
自
身

も
こ
れ

に
類
す

る
言
明
を
し
て
い
る
と
し
て
、
因
果

論
や
男
時
女
時
論
を
挙

げ
て

い
る
点
で
あ

る
。

因
果

論
と

は
、
「
因
果

ノ
花

ヲ
知

ル
コ
ト
、
極

ナ
ル
ペ

シ
。
一

サ
イ
ミ

ナ

因
果

ナ
リ
」
に

は
じ
ま

る
『
花
伝

第
七

別
紙
口
伝
』
（
以
下

『
別
紙
口
伝
と

―
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す

る
』
）

の
説
で

あ
る
。
こ
こ
で

は
ま
ず
、
稽

古
を
疎

か
に
す

れ
ば
名

を
得

る
こ
と

も
で
き

な
い
と
い
う
、
人
為

的
あ
る
い
は
意
識

的
に
可

能
な
行
為

を

怠
っ
て

は
な
ら
な
い
と
い
う
訓
辞
か
ら

は
じ
ま

る
。

続
け
て

、
稽
古
を
疎
か

に
し
て

は
い
け

な
い
が
、
し
か
し
、
た
と
え
努
力

を
重

ね
て

い
た
と
し
て
も

そ
れ
と

は
関

わ
り
の
な

い
と
こ
ろ
で
人
気
が
廃
れ

る
こ
と
も
あ

り
、
「
時
分

（

二
）
モ
恐

ル
べ

シ
。
去
年
盛
リ

ア
ラ

バ
、
今

年
（

花

ナ
カ
ル
べ

キ
コ
ト
ヲ

知
ル
べ

シ
。
時
ノ
間

ニ
モ
、
男
時
・
女
時
ト
テ
ア
ル
べ

シ
。
イ
カ

ニ
（
ス
レ

ド
モ
）
能
二
　
（
モ
）
、
ヨ
キ
時
（
ア
レ
。
バ
）
カ
ナ
ラ
ズ
悪
キ
コ
ト
マ
タ
ア
ル

べ

シ
。

コ
レ
、
カ

ナ
キ
因
果

ナ
リ
。」

と
い
う
。

つ
ま

り
未
来

は
、

い
か
に

し
て
も
人
為

で
は
計
り
知
れ
な

い
力
も
働
く
た
め
自
分
の
自
由
に
な
ら
な
い
、

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

ま

た
男
時
女

時
論

と
は
、
因

果
論
と
同

じ
く

『
別

紙
口

伝
』

に
あ
り
、

「
一
サ
イ

ノ
勝
負

二
、
定

メ
テ
、

一
方

色

メ
キ
テ

ョ
キ
時
分

ニ
ナ
ル
コ
ト
ア

リ
。
コ
レ
ヲ
男
時
卜
心
得
べ
シ
。
勝
負
ノ
物
数
久
ケ
レ
バ
、
両
方
へ
移
り
変

ワ
リ
移
り
変
ワ
リ
ス
べ
シ
。
ア
ル
モ
ノ
ニ
云
ハ
ク
、
『
勝
負
神
ト
テ
、
勝
ツ

神
・
負

ク
ル
神
、
勝
負

ノ
座
敷
ヲ
定

メ
テ
守

ラ

セ
給

フ
べ

シ
。
』
弓

矢

ノ
道

二
宗
卜
秘
ス
ル
コ
ト
ナ
リ
。
敵
方
ノ
申
楽
ヨ
ク
出
来
キ
タ
ラ
バ
、
勝
神
ア
ナ

タ
ニ
マ

シ
マ
ス
ト
心
得
テ
、

マ
ヅ
恐

レ
ヲ
ナ
ス
べ

シ
。
」
と

い
う
、
人
為
的

な
努
力
で

は
ど

う
に
も
で
き

な
い
よ
う

な
、
よ

い
時

わ
る
い
時

を
意
味
す

る
。

世
阿
弥
期

の
能
は
、
現
在

の
よ
う
な
ス
タ
イ

ル
で

は
な
く

立
合
勝
負

を
基

本
と
し
て

い
た
。

そ
れ
ゆ
え

、
い
か
に
意
識
的

に
稽
古

を
積
み

。
新

し
い
表

現
方
法

を
模
索

し
努
力

を
重
ね
て
も

、
相
手
方

の
能
が
優
れ
て
い
た
場

合
は

敵
方
の
能
が
勝
つ

の
で

あ
り
、
勝
ち
を
目
指
し
て
未

来
を
作

り
上
げ

る
努
力

は
で
き
て

も
、
み
ず

か
ら

の
未
来
と
し
て

必
然
的
に
勝
つ
こ
と
は
保
証
さ
れ

な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
『
敵
方
ノ
申
楽
ヨ
ク
出
来
キ
タ
ラ
バ
、
勝
神

ア
ナ
タ
ニ
マ

シ
マ
ス
ト
心
得
テ
、

マ
ヅ
恐
レ
ヲ
ナ
ス
べ

シ
」

と
運
命

的
な
力

に
は
逆
ら

わ
ず

、
し
か
し
「
一
サ
イ

ノ
勝
負

二
、
定

メ
テ
、
一
方
色
メ
キ
テ

ョ
キ
時
分

ニ
ナ
ル
コ
ト
」
も
あ
る
の
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
男
時
に
自
分

の

演

能
の
順

が
来
た
と
き
に
は
得
意
な
能
で
場
を
圧
倒
す
べ
き
だ
と
い
う
の
で

あ
る
。

こ
れ
は
一
回
の
演
能
に
限
っ
た
こ
と
で

は
な
く
、
役
者
の
生
涯
と
い
っ
た

長
い
ス
。パ
ン
に
お
い
て

も
捉
え

ら
れ
て

い
る
。
座
談
会
で
は
指
摘
さ
れ
て

い

な
い
が
、
『
奥
義
篇
』

に
は
「
た
と
ひ
、
天
下
に
許

さ
れ
を
得
た
る
程
の
為

手

も
、
力

な
き
因

果
に
て
、
万

一
少
し
廃
る
る
時
分
あ
り
と
も
、
田
舎
・
遠

国

の
褒
美
の
花
失
せ
ず
ば
、
ふ
っ
と
道
の
絶
ふ
る
事
は
あ
る
べ
か
ら
ず
。
道

絶
え
ず
ば
、
又
天
下

の
時

に
合
ふ
事

あ
る
べ
し
。
」
と
い
う
よ

う
に
、
天
下

に
名
を
轟

か
し
た
役
者
が
人
気
を
失
い
、

都
を
離
れ
田
舎
で
生
き
な
け
れ
ば

な
ら
な

い
可
能
性
も
「
力
な
き
因
果
」

と
し
て
あ

る
の
だ
と

い
う
こ
と
が
述

べ
ら
れ
て

い
る
。

べ
ッ

カ
ー
の
い
う
、

芸
術

家
の
実
存

に
は
「
Ｔｙ
ｃ
ｈｅ

運
命
」

が
本
質
的

に
関
与
し
、
何

か
を
投
げ
企
て

る
存
在
可

能
に
は
限
界

が
あ
る
と

い
う
説
を

念
頭

に
世
阿
弥
伝
書

を
見
渡
す
と
、
因

果
の
花
、
男
時
女

時
、
勝
神
負
神
、

力
な
き
因
果
、
天
下

の
時

な
ど

の
表
現
で

、
語

句
は
違
え

ど
も

、
人
為
の
及

ば

ぬ
力

に
よ
っ
て

能
が
左
右
さ
れ
る
と
い
う
現
実
が
語
ら
れ
て

い
る
こ
と
が



わ
か
る
。
こ
れ
ら

は
、
貴
人
が
遅
刻
し
た
場
合
や
、
夜

の
場
合
、
座
が
静
ま

ら
な
い
場
合

な
ど
の
具
体
例
の
中
で
語
ら
れ
て

お
り
、

そ
れ
ぞ
れ
現
実

に
起

き
た
出
来
事

を
も
と

に
し
て

い
る
と
考
え
ら
れ

る
が
、
し

か
し
こ
れ
ら
全
体

に
は
、
成
就
運
命
論
と
も
い
う
べ
き
、
能
は
人
間
が
意
識
的

に
実
現
で
き
る

こ
と
の
他

に
人
為
で

は
如
何
と
も
し
が
た
い
力

に
左
右

さ
れ
ざ

る
を
え
な
い

と

い
う
思
想
が
通
底
し
て
い
る
、
と
見
る
こ
と
が
で
き

る
。

つ

ま
り
、
「
出
で
来

る
」
と

は
運

命
的

な
る
も
の
が

「
で
て

く
る
」
こ
と

に
よ

っ
て
、
そ

の
恩
恵

に
与

っ
て
は
じ

め
て
能
が
「
出
来

る
」
と

い
う
よ
う

に
解
釈
す
る
こ
と

は
可
能
だ
と
思
わ
れ
る
。
そ

の
解
釈

に
お

い
て

は
、
ベ

ッ

カ
ー
の
思
想

に
類
似
性
を
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
る
。

し
か
し
ベ

ッ
カ
ー
と
の
決
定
的
な
相
違
は
、
世
阿
弥
伝
書

に
お
い
て
は
、

「
悪

し
く

出
で
来

べ
き
」
「
女

時
」
「
負

神
」
と

い
う
失
敗
も
ま

た
ひ

と
つ
の

運
命
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
お
り
、
必
ず
し
も
稽
古
や
反
省
、
熟
達
が
足
り
な

い
ば

か
り
で

は
な

い
と
捉
え

ら
れ
て

い
る
点
で
あ

る
。
『
問

答
条
々
』
だ
け

で

は
わ
か
り

づ
ら

い
が
、
『
花
伝
第
六
花

修
』

な
ど

に
は
「
さ
れ
ば
、
よ
き

能
を
上
手
の
せ

ん
事
、

な
ど

か
出
で
来
ざ
ら

ん
と
皆
人
思
ひ
慣
れ

た
れ
共
、

ふ
し
ぎ

に
出
で
来

ぬ
こ
と
あ

る
物
也
。
…
…
抑
、
よ
き

能
を
上
手
の
せ

ん
事
、

な

に
と
て
出
で
来

ぬ
や
ら
ん
と
工
央
す

る
に
、
も
し

、
時
分

の
陰
陽

の
和
せ

ぬ
所

か
。
又

は
花
の
公
案

な
き
ゆ
え

か
。
不

審
な
を
残

れ
り
。」

と
、
名
人

が
相
応
の
工
央

を
も

っ
て
名
作
を
演
じ
て
も
成
就
し

な
い
場
合
が
挙
げ
ら
れ

て
い
る
。
因
果
論
や
男
時
女
時
論
な
ど
で
は
特

に
「
運
命
的
な

る
も
の
」
を

客
体
的

に
捉
え
て
い

る
と
思
わ
れ
る
。

ベ
ッ
カ
ー
が
傑
作
を
成
就
す
る
芸
術
家
の
実
存
を
問
題
と
し
た
の
は
、

ハ

イ

デ
ガ
ー
の
実
存
思
想
で
は
、
あ
ら
ゆ
る
存
在
者
を
超
越
す
る
存
在
へ
の
視

点
を
欠
き

、
自
然

的
な
も
の
。
永
遠
、
不

変
と
い
っ
た
こ
と
が
語
ら
れ
な
い

と
こ
ろ

に
構
造

的
欠
陥
を
見
た
か
ら
で
あ
る
。
彼
は
人
間
存
在
は
現
存
在
で

あ

る
と
同

時
に
現

本
質
で
も
あ
る
と
い
う
こ
と
を
述
べ
よ
う
と
す
る
が
、
そ

れ

は
「
自
然
の
自
由

な
恩
寵
」
「
運
命
」

を
司

る
の
が
み
ず

か
ら

の
現
本
質

の
部
分

だ
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
。
意
識
的
な
も
の
と
無
意
識
的
な
も
の
、

精
神
と
自

然
と

い
う
対
立
項
で
捉
え
ら

れ
て
い
た
両
原
理
が
、
傑
作
を
成
就

さ
せ

る
芸
術
家

の
実
存

に
お
い
て
浸
透
し
合
う
こ

と
、
そ
れ
ゆ
え
、
そ
の
二

項

は
対

立
せ
ず
合
一
す
る
場
合
も
あ
る
こ
と
を

シ
ェ
リ

ン
グ
な
ど
の
ロ
マ
ン

主
義
か
ら
跡
づ
け
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
ベ
ッ
カ
ー
に
お
い

て

は
、
傑

作
の
成
就
と

い
う
成
功
の
み

が
問
題

と
さ
れ
、
そ
れ
が
な
さ
れ
る

際

の
芸

術
家
の
中
で
浸
透
す
る
自
然
と
自
由
こ
そ
が
問
題

の
中
心
で
あ
っ
て
、

失

敗
し

た
芸
術
作
品
や
そ
れ
を
制
作
す
る
際
の
芸
術
家
の
実
存
は
問
題
と
さ

れ

な
い
。

「
Ｔ
ｙ
ｃ
ｈｅ

運
命
」

は
も
と
も
と
幸
運

の
女
神
を

意
味
し
、
そ
の
女
神
が
与

え

る
人
知
を
超
え

た
僥
倖
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
世
阿
弥
の
意
識
で
は
、

与
え
ら

れ
る
の
は
幸
せ
な
運
命
ば
か
り
で
は
な
い
。
何
と
し
て
も
う
ま
く
い

か
な
い
こ

と
も

あ
り
、
負
神
が
み

ず
か
ら
の
舞
台
に
や

っ
て
く
る
こ
と
も
あ

り

、
女
時

に
陥

る
こ
と
も
あ
る
が
、
そ
れ
も
ま
た
運
命
的
な
る
も
の
の
力

に

よ

る
と

捉
え
ら
れ
て

い
る
の
で
あ
る
。
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結

世
阿

弥
伝

書
は
能
に
つ
い
て

の
体
系
的
理
論
の
構
築
を
目
的
と
し
て
い
る

の
で

は
な
く

、
あ
く
ま
で
具
体
性
を
そ
の
特
徴
と
し
、
現
実
に
起
き
る
で
あ

ろ
う
状
況

に
対

応
す
べ
く
考
え
ら
れ
た
実
用

的
な
内

容
を
多
く
含
ん
で
い
る
。

世
阿
弥

伝
書
を
ひ
と
つ
の
思
想
書
と
し
て
見
る
場
合
に
は
、
こ
れ
ま
で
こ
の

点
が
評

価
さ
れ
ず
。
世
阿
弥
が
芸
道
の
根
底
に
あ
る
と
し
て
引

く
仏
教
や
陰

陽
五
行

道
の
説
を
取

り
上
げ
て
。
そ
の
思
想
性
に
迫
ろ
う
と
い
う
試
み
が
多

か
っ
た
よ
う
に
思
う
。

し

か
し
、
田
舎
で

演
能
す
る
場
合
、
酔
っ
た
客
前
で

舞
う
場
合
、
貴
人
が

遅
刻
し
て

民
衆
は
待
ち
く
た
び
れ
て

い
る
場

合
な
ど

、
語
ら

れ
る
の
は
あ
く

ま
で
個
別

的
経

験
的
な
内
容
で

あ
っ
て

も
、

そ
こ

に
は
、
そ
れ
ら
全
体
を
貫

く
世
阿

弥
独

自
の
思
想
と
、
さ
ま
ざ
ま
な
状
況

に
対

応
す
べ
く
普
遍
化
を
目

指
さ
れ
た
構
想
が
常
に
通
底
し
て
い
る
と
思

わ
れ
る
。

実
存

思
想
家
の
理
論
と
の
比
較
検
討
に
よ
っ
て

浮
き
彫
り
と
な

っ
た
世
阿

弥
の
思
想
と
は
、
演
能
の
際
に
は
人
為
で
は
如

何
と
も
し
が
た

い
力
が
働
く

こ
と
、
そ
の
運
命
的
な

る
力
が
「
出
で
来
る
」

こ
と
に
よ

っ
て
、
能
が
よ
く

「
出
で

来
る
」
と
捉
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

（
１
）
　
テ

キ
ス
ト
と
な

る
世
阿
弥
伝
書
は
、
日
本
思
想
史
大
系

『
世
阿
弥

禅

竹
』
、

岩
波
書
店
、
一
九
七
四
年
を
使
用
し
た
。
こ
れ
は

『
花
伝
第
七
別
紙
口
伝
』
の

奥
書
。

（

２

）

『

拾

玉

得

花

』

奥

書

（

３

）

「

世

阿

弥

能

楽

論

研

究

」
、

『

文

学

』

第

四

巻

、

第

五

号

、

一

九

三

六

、

六

二

三

頁

（

４

）

Ｍ
.

　

Ｈ

ｅ

ｉｄ

ｅ
ｇ

ｇ

ｅ

ｒ
,
　

Ｓ
ｅ

ｉｎ

　
ｕ

ｎ

ｄ

　
Ｚ
ｅ

ｉ
ｔ

，
　
Ｍ

ａ
ｘ

　
Ｎ

ｉｅ

ｍ

ｅ
ｙ

ｅ
ｒ

　
Ｖ

ｅ
ｒ

ｌ
ａ
ｇ

，
　

Ｔ

ｉ
ｉ
ｂ

ｉｎ
-

ｇ

ｅ
ｎ

，
　
１

５
Ａ

ｕ

ｆ
ｌ
.
,
　

１
９

７
９
,
　
５

ｔ
ｅ

　
Ｋ

ａ
ｐ
.
,
　

Ｓ
.

１
４
２

（

５

）
　

ｉ
ｂ

ｉ
ｄ
,
　
Ｓ

．
１
４

３

（

６

）
　

ｉ
ｂ

ｉ
ｄ
,
　
Ｓ
.

１
４

４

（

７

）
　

ｉ
ｂ

ｉ
ｄ

，
　
Ｓ
.

１
４

５

（

８

）
　

山

崎

正

和

「

変

身

の

美

学

卜

世

阿

弥

の

芸

術

論

－

」

『

世

阿

弥

』
、

中

央

公

論

社

、

一

九

六

九

、

六

四

頁

（

９

）

○

．
　

Ｂ

ｅ

ｃ

ｋ
ｅ
ｒ

，
　

Ｖ
ｏ

ｎ

　

ｄ
ｅ
ｒ

　

Ｈ

ｉ
ｎ

ｆ
ａ

ｌ
ｌ
ｉｇ

ｋ
ｅ

ｉ
ｔ

　

ｄ
ｅ

ｓ

　

Ｓ
ｃ

ｈ
ｏ

ｎ

ｅ
ｎ

 

ｕ

ｎ

ｄ

　

ｄ
ｅ
ｒ

Ａ

ｂ
ｅ

ｎ

ｔ
ｅ
ｕ

ｅ
ｒ

ｌ
ｉｃ

ｈ

ｋ

ｅ

ｉ
ｔ
　

ｄ
ｅ

ｓ

　

Ｋ

ｉ
ｉｎ

ｓ
ｔ
ｌ
ｅ
ｒ
ｓ

 
-

Ｅ

ｉｎ

ｅ

 

ｏ

ｎ

ｔ
ｏ

ｌｏ

ｇ

ｉ
ｓ
ｃ

ｈ
ｅ

　

Ｕ

ｎ

ｔ
ｅ

ｒ
-

ｓ
ｕ

ｃ

ｈ
ｕ

ｎ

ｇ

　
i
m

　
ａ

ｓ
ｔ
ｈ

ｅ
ｔ
ｉ
ｓ
ｃ

ｈ
ｅ
ｎ

　
Ｐ

ｈ
ａ

ｎ
ｏ

ｍ

ｅ

ｎ

ｂ

ｅ
ｒ
ｅ

ｉ
ｃ

ｈ
-

　
（

１
９

２
９

）
,　

ｉ
ｎ
:

　

Ｄ

ａ

ｓ
ｅ

ｉｎ

ｕ
ｎ
ｄ
　
Ｄ
ａ
ｗ
ｅ
ｓ
ｅ
ｎ
,
　
Ｖ
ｅ
ｒ
ｌ
ａ
ｇ
　
Ｎ
ｅ
ｓ
ｋ
ｅ
　
Ｐ
ｆ
ｕ
ｌ
ｌ
ｉ
ｎ
ｇ
ｅ
ｎ

，

１

９
６

３

， 　

Ｓ
.
３

３

（

さ

さ

き

・

か

お

り

、

日

本

中

世

思

想

史

．

石

川

工

業

高

等

専

門

学

校

准

教

授

）
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