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｢

世

人
が

､

内

的
な

性
質
に

よ

っ

て

で

は

な

く
､

む

し

ろ

外

的

な

も
わ

に

よ
っ

て

人

を

差
別

す
る

の

は
､

い

か

に

も

結
構
な
こ

と

で

あ

る
｡

わ

れ

わ

れ

二

人
の

う
ち

､

ど

ち
ら

が

先
に

通
る

べ

き

か
｡

ど

ち

ら
が

相

手
に

席
を

譲
る
ぺ

き
か

｡

有
能
で

な
い

方
が

そ

う
す

べ

き
か

｡

だ

が
､

私

も

彼
と

同

様
に

有
能
だ

｡

そ

う
す
る

と
､

そ

こ

で

わ

れ

わ

れ

ほ

戦
わ

な

け

れ

ば

な

ら
な

く
な

る
｡

彼
は

四

人
の

従

僕
を

も
っ

て

い

る
｡

一

方
､

私
は

一

人
し

か

も
っ

て

い

な
い

｡

こ

れ

は
､

■
は
っ

き

り

し
て

い

る
｡

数
え
さ

え

す

れ

ば
い

い
｡

譲
る

ぺ

き
は

私
の

方
だ

｡

も

し
そ

れ

に

異
議
を

申
し

立
て

る

と

す
れ

ば
､

私
は

愚
か

だ
｡

こ

の

よ

う
に

し
て

､

わ
れ

わ

れ

は

平
和
を

保
っ

て

(

1
)

い

る
｡

こ

れ

が

最
大
の

幸
福
な
■
の

だ
+

(

三
+

九
)

｡

福

居

純
▲■

『

パ

ン

セ

』

の

中
の

こ

の

断
章
は

､

パ

ス

カ

ル

が

道
徳
的
自
然

法
の

空
し
さ

を

あ

ば
い

た

警
句

と

し
て

､

人
口

に

滑
灸
し
て

い

る
｡

人

間
の

正

義
､

延
い

て

は

人

間
の

法
と

道
徳
に

よ
っ

て

統
一

さ

れ

る

政

治

的
社
会
ほ

､

パ

ス

カ

ル

の

眼
か

ら

す
れ

ば
､

機

械
的

､

外

面
的
な

結
合
社

会
に

す
ぜ

な
い

｡

そ

こ

で

は
､

単
に

人

間
が

正

し

い

法

を

実
現
す
る
･
の

に

無
力
で

あ

る

と
い

う
に

止

ら

ず
+

正

義
■の

本

質
的
な
正

し

さ

そ

の

も
の

が

香
足
さ

れ

て

い

る
｡

『

パ

ン

セ

』

に

お

い

て

パ

ス

カ

ル

の

社

会

観
を

示

す

断
章
は

､

そ

の

大

部
分
が

ブ

ラ

ン

シ

ュ

ブ
ィ

ッ

ク

版
第
五

篇
｢

正

義
及
び

現

象
の

理

由
+

な

る

表
題
の

も

と
に

ま
と

め

ら
れ

て
■い

る

が
､

そ

こ

に

は

政

治
的
社

会
に

対
す

る

香
定
の

論
理
が

貫
か

れ

て

い

る
｡

或

は
､

こ

の

香
定
の

論
理
が

､

人

間
の

道
徳
的
本
質
に

関
す
る

パ

ス

カ

ル

の

ぺ

シ
､

､

､

ズ

ム

を

享
ろ
て

い

る

と

も
い

え
る

｡

そ

こ

で

わ
れ

脚
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わ

れ
は

､

パ

ス

カ

ル

た

お

い

て

社

会
の

理

論
的
枠
組
が

個
人
の

道

徳
的
価

値
の

座
系
と

如
何
な

る

仕
方

で

結
び

合
わ
さ

れ

て

い

る

か
､

■
そ

の

論
理

午
『

パ

ン

セ
』

に

拠
っ

て

以

下
に

具
体
的
に

辿
.

っ

て

み
一

る

こ

と

に
･

し

た
い

｡

エ

バ

ス

カ

ル

の

社

会
批

判
に

は
､

そ

の

前
提
と

し

て
､

･

個
人
の

客

観
的
な

道
徳
律

､

,
つ

ま

ト

道
徳
的
自
然
法
へ

の

志
向
が

認
め

ら
れ

る
｡

｢

人
は

自
分

自
身
を

知
ら

な
け

れ

ば

な

ら

な
■
い

｡

■
■
そ

れ

は

真
理

を

見
出
す
の

に

役
立

た

な
い

ま

で

も
､

少

く
と

も

自
分
の

生

活
を

律
す
る

の

に

は

役
立
つ

｡

そ

し
て

､

こ

れ

以
上

正

当
な
こ

と

は

な

一

い
+

(

六

六
)

｡

｢

外
的
な

事
物
に

つ

い

て

の

知
識
は

､

苦
し
い

と

き

に
､

道
徳

に

つ

い

て

の

私
の

無
知
を

慰
め
て

は

く

れ

な
い

だ

ろ

う
｡

し
か

し
､

徳
性
に

つ

い

て

の

知
識
は

､

外

的
な

知
識
に

つ

い

て

の

私
の

無
知

を
､

い

つ

も

慰
め
て

く

れ

る

だ

ろ

う
+

(

六

七
)

｡

こ

の

道
徳
的

自
然
法
が

実
現

可

能
で

あ

る

な

ら

ば
､

正

し
い

社

会
秩
序
が

存
在
す
る

で

あ

ろ

う
｡

逆
に

､

正

義
の

社

会
が

存
在
す

る

な

ら
ば

､

個
人
の

客

観
的
な

道
徳
的
原

理

も

肯
定
さ

れ

得
る

は

ず
で

あ

る
｡

道
徳
の

認
識
と

外

的
自
然
の

認

識
､

■
こ

の

重
な

り

が

▼
似

現

実
の

社
会
生

活
に

対

す
る

具
体

的
な

考
察
の

う
与
に

把
握
さ

れ
､

パ

ス

カ

ル

の

社

会
批

判
の

基
礎
を

な

し

て
い

る

の

で

あ

る
｡

こ

の

批
判
は

断
幸
二

九

四

に

お

い

て

み
ご

と

に

ま

と

め

ら

れ

て

い

る
｡

か

な

り

長
く

な

る

が
､

そ

の

全
文
を

以

下
に

揚
げ
て

み

よ

>

フ
○

■

■
■
｢

彼
〔

人

間
〕

は
､

そ
の

統
治
し

ょ
ぃ
う
と

す
る

世

界
の

機
構

を

何
の

上
に

基
礎
づ

け
よ

う
と

す

る

の

か
｡

各
個
人
の

気
ま

ぐ
れ
の

上
に

か
｡

何
と
い

う
混

乱
｡

正

義
の

上

に

か
｡

彼
は

そ

れ

を

知
ら

な
い

｡

確
か

に
､

も

し

そ

れ

を

知
っ

て

い

た
の

だ
っ

た

ら
､

人

間
の

あ

い

だ

に

あ
る

す
べ

て

の

椿
率
の

う
ち
で

最
も

一

般
的
な

も
の

､

即

ち
､

各
人
は

自
国
･の

風
習
に

従

う
ぺ

し
､

と
い

っ

た

祐
率
を

打
ち

立
て

た

り

は

し

な

か
っ

た

だ

ろ

う
｡

真
の

公
正
の

輝
き
が

あ

ら

ゆ

る

国
民

を

畏

服
さ

せ

た

で

あ

ろ

う
｡

そ

し

て
､

立

法
者
た

ち
は

､

こ

の

不

変
の

正

義
の

代
り

に
べ

ル

シ

ャ

人

や

ド

イ
ツ

人
の

思
い

つ

き

や

気
ま

ぐ
れ

を

範
と

な

す

よ

う

な
こ

と

を
し

な

か
っ

た

で

あ

ろ

ぅ
｡

人
々

は

世

界
の

あ

ら

ゆ
る

国
と

あ

ら

ゆ

る

時
代

を

通

じ
て

､

不

変
の

正

義
が

樹
立

さ

れ

て

い

る

の

を

見

る

こ

と
だ

ろ

う
｡

と
こ

ろ

が
､

わ

れ

わ

れ

の

見
る

正

義
や

不

正

な

ど
で

､

風
土
が

変
わ

る

■

ご

人

シ

■
こ
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に

り

れ

て

そ

の
.
性
質
が

変
わ

ら

な
い

よ
■
ケ
な

む
の

は
､

何
も

な
い

の
■
で

あ
る

｡

一
緯
度
が

三

度
違
え

ば
､

す
べ

て

の

法
律
が

覆
え

る
｡

子

午

線
一

つ

が

真
理

を

決
定

す

る
｡

数
年
の

領
有
の

う
ち
に

､

基

本
的
な

法
律
が

変
わ

る
｡

法
に

も
い

ろ
い

ろ
な

時
期
が

あ

り
､

土

星
が

御
子

座
に

入
っ

た

時

期
が

､

■
わ

れ

わ

れ

に

と
っ

て
､

或
る

種

の

犯
罪
の

起
原
を

画
し

て

い

る

の

で

あ
る

｡

川
一

筋
に

よ
っ

て

限

ら

れ

る

滑
稽
な

正

義
よ

｡

ピ

レ

ネ

ー

山

脈
の

こ

ち

ら

側
で

の

真
理

が
､

.
あ

ち
ら

側
で

は

誤
謬
な
の

だ
｡

正

義
は

こ

′
れ

ら
の

習

慣
の

う

ち
に

あ
る

町

で

は

な

く
､

す
べ

て

の

国
で

認
め

ら

れ

て

い

る

自
然
法
の

う

ち
に

あ

る
､

と

彼
ら
は

公

言
す
る

｡

も

し
､

人

間
の

法
律
の

種
を

蒔
き

散
ら

し

た

向
こ

う

見

ず
な

偶
然
が

､

せ

め
て

一

つ

で

も

普
遍
的
な

汝
律
に

出
会

っ

て

い

た

な

ら
ば

､

確
か

に
､

彼
ら
は

そ

の

こ

と

を

頑
強
に

主

張
す
る

こ

と

が

で

き

る

だ

ろ

う
｡

だ

が
､

滑
稽
な

こ

と

に

は
､

人

間
の

気
ま

ぐ
れ

が

余
り

に

も

ま

ち

ま

ち

な
の

で
､

そ

の

よ

う
な

普
遍

的
な

法

律
は

一

つ

も

存
在
し

な
い

の

で

あ

る
｡

盗
み

､

不

倫
､

幼
児
殺
し

､

■
父

親
殺
し

､

す
べ

て

は

徳
行
の

う

ち
に

地

位
を

占
め

た

こ

と
が

あ
る

｡

或
る

人

が

川
の

向
こ

う

側
に

住
ん

で

お

り
､

彼
の

主

君
が

私
の

主
君
と

争
っ

て

い

る

と
い

う
理

由
で

､

私
は

彼
と

は

少
し

も

争
っ

て

い

な
い

の

に
､

彼
に

私
を

穀

す
権
利
が

あ
■
右

と
い

与
こ

と
ほ

ど

滑
稽
な
こ

と

が

あ

ろ

う
か

｡

.
自
然
法
と
い

う
も
の

は

廉
い

な

く

存
在
す
る

｡

だ

が
､

∵

こ

の

み

ご

と

な

理

性
が

腐
敗
し
た

た

め

に
､

す
べ

て

が

腐
敗
し
て

し

ま
っ

た
｡

(

何
も
■
の

も
､

も

ほ

や

わ

れ
わ

れ

の

も
の

〔

自
然
法
〕

で

は

な
■

い

･9

私
が

わ

れ

わ

れ

の

も
の

と

呼
ん

で

い

る

の

は
､

人

為
的
な

も

の

で

あ

る
｡

)

(

元

老
院
の

決
議
と

人

民

投
票
と
に

よ

っ

て
､

罪
が

犯
さ

れ

る
｡

)

(

わ

れ

わ
れ

は
､

菅
は

悪
徳
に

よ
っ

て

苦
し

ん

だ

が
､

今
ほ

法
律
に

よ
っ

て

苦
し
ん

で

い

る
｡

)

こ

の

よ

う

な

混
乱
の

た

め
に

､

■
或
る

人

は
､

正

義
の

本
質
は

立

法
者
の

権
威
.で

あ

る

と

言
い

､

他
の

人

は
､

君
主
の

便
宜

で

あ

る

と

言
い

､

ま
た

他
の

人
ほ

､

現

在
の

習
慣
で

あ
る

と

言
う
こ

と
に

な

る
｡

そ

し
て

､

こ

の

最
後
の

説
が

最
も

確
か

で

あ

る
｡

理

性
だ

け
に

従

え

ば
､

そ
れ

自
身
正

し
い

と
い

う

よ

う

な
も
の

は

何
も

な

い
｡

す
べ

て

の

も
の

は

時
と

共
に

動
揺
す
る

｡

習
慣
は

､

そ

れ

が

受
け

入

れ

ら
れ

て

い

る

と
い

う
､

た

だ

そ

れ

だ

け
の

理

由
で

､

全

く

公
正

な

も
の

と

な

る
｡

こ

れ

が

そ

の

権
威
の

神
髄
的
な

基

礎
で

あ

る
｡

そ

れ
を

そ

の

起
原
に

ま
で

翻
る

と
､

そ

れ

ほ

消
滅
し
て

し

ま

与
｡

誤
ケ

を

正

す
よ

う

な

法
律
ほ

ど
､

′
誤

っ

た

も
の

は

な
い

｡

■

法
律
が

正

し
い

と
い

う
理

由
で

法
律
に

従

う

者
は

､

自
分
の

想
像

す
る

正

義
に

服
従
す

る

の

で

あ
っ

て
｢

法
律
の

本

質
に

服
従
し

て

似
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い

る

の

で

は

な
い

｡

法
律
は

全

く

自
ら
の

う
ち
に

閉
じ
て

い

る

も

の

で

あ

る
｡

法
律
は

法
律
で

あ

っ

て
､

そ

れ

以

上
の

何
も

の

で

も

な
い

｡

法
律
の

動
機
を

吟
味
し

ょ

う
と

欲
す
る

者
ほ

､

そ

れ

が

余

り

に

も

弱
く

軽
々

し
い

も

の

な

の

で
､

も

し

彼
が

人

間
の

想
像
の

驚
異
を

打
ち

眺
め
る

の

に

慣
れ

て

い

な
か

っ

た

な

ら

ば
､

そ

れ

が

一

せ

紀
の

間
に

､

そ

れ

ほ

ど

ま

で

に

壮
麗
さ

と

尊
敬
と

を

か

ち

待

た
こ

と
に

驚
嘆
す
る

で

あ

ろ

う
｡

国
家
に

背
き

､

国
家
を

覆
え

す

衛
は

､

既
存
の

習
慣
を

そ

の

起
原
に

ま
で

滴
っ

て

調
べ

､

そ

の

権

威
と

正

義
と

の

欠
如
を

示

す
こ

と
に

よ

っ

て
､

そ

れ

を

動
揺
さ

せ

る

こ

と

に

あ

る
｡

人

は

言
う

､

不
正

な

習
慣
が

廃
止

し
た

国
家
の

親
木

的
､

原

初
的
な

法
律
に

ま
で

復
帰
し

な

け

れ

ば

な

ら

な
い

､

と
｡

そ

れ

は

す
べ

て

を

失
う
こ

と

必

定
の

遊
び

で

あ
る

｡

こ

の

秤

に

か

け

ら

れ

て

は
､

何
も
の

も

正

し

く
な

く

な
っ

て

し

ま

う
だ

ろ

う
｡

と
こ

ろ
が

､

民

衆
は

そ

う
い

う

言
説
に

容
易
に

耳
を

借
す

｡

彼
ら

は

輌
に

気
づ

く
や

香
や

､

そ

れ

を

払
い

の

け
る

｡

大

貴
族
た

ち

は
､

そ

れ

を

利
用
し
て

､

民

衆
を

破
滅
さ

せ
､

既
存
の

習

慣
の

物
好
き

な

検
討
着
た

ち

を

破

滅
さ

せ

る
｡

そ

う
い

う
わ

け

で
､

立

法
者
の

中
で

最
も

賢
明

な

人
は

､

人
々

の

幸
福
.
の

た

め
に

は

し

ば

し

ば

彼
ら

を

欺
か

な

け

れ

ば

な

う
な

い
､

と

言
っ

た
｡

ま
た

他
の

有
能
な

政

治
家

ほ
､

(

民

衆
は

､

そ

れ

に

よ
っ

て

解
放
さ

れ

る

ぺ

き

真
理

を

知
ら

な
い

の

で

あ
る

か

ら
､

む
し

ろ

欺
か

れ

て

い

る

方

仰

が

よ

い
)

､

と

言
っ

た
｡

民

衆
に

こ

の

横
領
の

事
実
を

感
づ

か

せ

て

は

な

ら
な
い

｡

習
慣
ほ

､

か

つ

て

は

理

由
な

し
に

導
入
さ

れ

た

が
､

そ

れ

が

理

に

か

な
っ

た

も
の

に

な
っ

た

の

で

あ

る
｡

も

し
そ

れ

に

直
ぐ

終
り

を

告
げ
さ

せ

た

く
な
い

の

だ
っ

た

ら
､

そ

れ

を

真

正

で

永
久
的
な

も
の

と

息
■
わ
せ

､

そ

の

起
原
を

隠
し
て

お

か

な

け

れ

ば

な

ら

な
い

｡

+

迭
は

自
然
で

は

な

く
､

人

為
で

あ

る
｡

法
律
の

基
礎
に

何
か

普

遍
的
な

正

義
と

し
て

の

｢

自
然
法
+

が

存
在
す
る

と

思
う
の

ほ
､

｢

想
像
+

の

錯
覚
で

あ

る
｡

法

律
は

､

人

間
の

作
為
に

な
る

あ

ら

ゆ
る

｢

習
慣
+

に

よ
っ

て
､

効
力

を

発
捷
し

て

い

る

の

で

あ

る
｡

こ

の

よ

う
に

､

自
然
的
諸
原
理

を
､

単
な

る

習

慣
と

そ

れ

に

よ

っ

て

発
動
す
る

憑
像
と
の

産
物
で

あ
る

と

解
す
る

こ

と
に

よ

り
､

自
然
法
の

香
定
が

正

当

化
さ

れ

る
｡

パ

ス

カ

ル

は
､

こ

の

人

間
の

自
然
的
原
理
に

つ

い

て

の

習
慣
説
と

自
然
法
の

香
克
と

を
､

意
識

的
に

重

ね

合
わ

せ

て

い

る
｡

｢

習
慣
は

そ

れ
が

習
慣
で

あ

る

が

故
に

の

み

従

わ
れ

る
ぺ

き

で
､

そ

れ

が

理
に

か

な

う
と

か

正

し
い

と
か

の

故
に

従
わ

れ

る
べ

き

で

ほ

な
い

｡

だ

が
､

民

衆
ほ

そ

れ

を

正

し
い

と

信
ず
る

が

故
に

の

み
､

そ

れ

に

従
っ

て

い

る

の

で

あ

る
｡

さ

も

な

け
れ

ば
､

い

く

ら

習
慣

′

し

二

二
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で

も
､

そ
れ

に

従
い

は

し

な
い

で

あ

ろ

う
｡

な
ぜ

な

ら
､

人
々

は

理

性
或
は

正

義
に

し

か

服
し

た
が

ら

な
い

か

ら
だ

｡

そ

れ

ら

な

し

に

は
､

習
慣
も

圧

制
と

看
倣
さ

れ

る

で

あ

ろ

う
｡

と

こ

ろ

が
､

理

性
や

正

義
の

支
配
は

快

楽
の

支

配
と

同

様
に

､

圧

制
的
で

は

な
い

｡

こ

れ

ら
は

人
間
に

と
っ

て

自
然
的
な

原
理
で

あ
る

｡

そ

れ

故
､

人
々

が

法

律
や

習
慣
に

､

そ

れ

が

法
律
で

あ

る

が

故

に

従
っ

て

い

る

の

は
､

よ

い

こ

と
で

あ
る

｡

そ

し
て

ま

た
､

取
り

入

れ
る

ぺ

き

異
な

る

正

し
い

法
律
は

一

つ

も

存
在
し

な
い

と
い

う

こ

と
､

わ
れ

わ

れ

は

そ

れ

に

つ

い

て

何
の

知
識
も
も
っ

て

い

な
い

と

い

う
こ

と
､

そ

れ

放
た

だ

既

存
の

法

律
に

従

う
は

か

は

な
い

と

い

う
こ

と
､

を

知
る

の

は
､

よ

い

こ

と

で

あ

る
｡

そ

う
す
れ

ば
､

人
々

ほ
′
既
存
の

法
律
を

決
し

て

棄
て

は

し

な
い

で

あ

ろ

う
+

(

三

二

五
)

｡

従
っ

て
､

人

を

納
得
さ

せ

る

手
段
は

､

単
に

論
証

ば
か

り

で

は

な
い

と
い

う
こ

と

に

な

る
｡

証

拠
を

も

ち

出
し

た

と
こ

ろ
で

､

そ

れ

は

わ

れ

わ

れ

の

精
神
を

説
得
す
る

に

す
ぎ

な
い

｡

む

し

ろ
､

習

慣
こ

そ
一､

わ

れ

わ

れ

に

と
っ

て
､

最
も

信
頼
に

催
す

る

証

拠
と

い

え

る
｡

｢

わ

れ

わ

れ

は

精
神
で

あ

る

の

と

同

港
塵
に

自
動
機
械
で

あ
る

｡

…

…

習
慣
ほ

自
動
機
械
を

傾
け
さ

せ
､

自
動
機
械
は

精
神
を

知
ら

ず
知
ら

ず
の

う
ち

に

引

き

ず
り

て

ゆ

く
｡

明
日

は

来
る

だ

ろ

う
､

ま

た
､

わ

れ

わ

れ

は

死
ぬ

だ

ろ

う
､

と
い

う
こ

と

を
､

一

体

誰
が

証

明
し
.
た

だ

ろ

う
｡

そ

れ

な
の

に
､

こ

れ

以
上

よ
■
く

信
じ

ら

れ

て

い

る

こ

と

が

あ

る

だ

ろ

う

か
+

(

二

五

二
)

｡

こ

う
し

て
､

機
械
的

､

自
動
的
な

習
慣
の

連
鎖
は

想
像
力

を

働

か

せ

て
､

わ

れ

わ

れ

を

絶
え

ず
､

そ

れ

と

は

知
ら

ず
虚
偽
の

中
に

導
き
入

れ

て

し

ま

う
｡

｢

国

王

を

見
る

と

き
に

は
､

近

衛
兵

､

鼓
手

､

将
官

､

そ

の

他

〔

わ
れ

わ

れ

の

自

動
〕

機
械
を

尊
敬
と

恐

怖
の

方
へ

傾
か

せ

る

あ

ら

ゆ
る

も

の

に

伴
わ

れ

て

い

る

が

習
慣
と

な
っ

て

い

る

の

で
､

時

折

国

王
が

一

人
で

お

供
な

し

で

い

る

と

き
で

も
､

そ

の

顔
は

臣

下
の

心
に

尊
敬
と

恐
怖
と

を

起
さ
.
せ

る
｡

と
い

う
の

も
､

わ

れ

わ

れ

は

国
王
そ

の

人
と

､

普
通
そ

れ
に

結
び

つ

け

ら

れ

て

い

て
一

緒
に

見

る

従

者
た

ち
と

を
､

頭
の

中
で

切
り

離
さ

な
い

か

ら
で

あ

る
｡

そ

こ

で
､

こ

う

し
た

現

象
が

そ

の

よ

う

な

習

慣
か

ら

生

ず
る

こ

と

を

知
ら

な
い

せ

間
の

人
々

ほ
､

そ

れ

が

生

来
の

力
に

由
来
す
る

も
の

と

思
い

込
む
の

で

あ
る
+

(

三

〇

八
)

｡

こ

の

よ

う

な

政
治
的
社

会

的
表
現
の

空
し

さ

ほ
､

直
ち
に

政

治

的

社
会
を

自
然
に

対

す
る

人

間
の

作
為
と

見
る

擬
制
観
に

結
び

つ

く
｡

実

際
､

パ

ス

カ

ル

に

お

い

て

習
慣
と

想
像
は

共
に

｢

第
二

の

膠
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自
然
+

と

呼
ば

れ

る

(

八
二

､

九
三
)

こ

と

か

ら

明

ら
か

な
よ

う

に
､

自
然
と

社

会
と
の

紐
帯
が

断
ち

切

ら

れ

て
､

社

会
は
■
即
ち

ヽ

ヽ

｢

第
二

の

自
然
+

と

し
て

促
え

ら

れ

る
｡

従
っ

て
､

社
会
が

第
二

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

の

自
然
で

あ
る

と
い

ケ
こ

と

は
､

一

方

で

は

第
一

の

自
然
が

人

間

ヽ

ヽ

か

ら

疎
外
せ

ら
れ

て

対

象
化
さ

れ
､

所

謂
物
体
と

し
て

､

わ

れ

わ

れ

の

感
性
の

受
容
し

得
る

《

も
の
》

と

な
っ

た

こ

と

で

あ

る

と

と

も
に

､

他

方
で

は

国

家
に

せ

よ
､

階
故
に

せ

よ
､

そ

の

他

様
々

の

イ

デ

オ

ロ

ギ

ー

に

せ

よ
､

そ

の

よ

う

な

意
味
で

の

自
然

或
は

《

も

の
》

は

社
会
の

う

ち
に

何
一

つ

存
在
し

な
い

､

と
い

う
こ

と

を

意

(

2
)

味
す
る

も
の

に

外
な

ら

な
い

｡

言
い

換
え

れ

ば
､

｢

第
二

の

自
然
+

と

し

て

の

社
会
を

感
性
へ

の

所
与

と

し

て

人

間
に

還
元

す
る

と
い

ヽ

ぅ
こ

と
は

､

同

時
に

､

人

間
の

対

象
化

､

従
っ

て
､

人

間
の

物
化

(

3
)

を

徹
底
さ

せ

る

と
い

う
こ

と

を

含
意
す

る

の

で

あ
る

｡

こ

の

重

な

り

は
､

｢

第
二

の

自
然
+

に

お

け
る

自
然

法

則
の

支

配
を

要
請
す
る

｡

,

｢

わ

れ

わ

れ

は
､

或
る

現

象
が

常
に

同
じ

よ

う
に

起
る

の

を

見

る

と
､

.
そ
こ

か

ら
一

つ

の

自
然
的
必

然
性
を

結
論
す

る
｡

た

と

え

ば
､

明

日

は

来
る

で

あ

ろ

う
､

な

ど

と
｡

し
か

し
､

自
然
は

し

ば

し

ば

わ

れ

わ

れ

の

予

想
を

裏
切

り
､

自
分

自

身
の

規
則
に

従
わ

な

い
+

(

九
一

)

｡

こ

こ

で

は
､

わ
れ

わ

れ

の

も
つ

道
徳
周
原
理
が

習
慣
に

由
来
す

翻

る

も
の

だ

と

す
れ

ば
､

わ

れ

わ

れ

の

自
然
認
識
の

諸

原
理

も

習

慣

に

由
来
し
て

い

る
､

と
い

う
こ

と

を

示

す
こ

と

に

お

い

て
､

自
然

法

と

自
然
法
則
と
の

連
関
が

根
源
的
な

香
定
の

う
ち
に

成

立

し
て

(

4
)

い

る

の

で

あ

る
｡

･
そ

し

て
､

こ

の

香
定
的
連
関
の

う

ち
に

､

｢

第
二

の

自

然
+

の

法
則
的

認
識
を

許
す

も
の

が
､

｢

力
+

の

概
念
に

外
な

ら

な
い

｡

｢

正

し
い

も
の

に

従

う
の

は
､

正

し
い

こ

と

で

あ

り
､

最
も

強

い

も
の

に

従

う
の

は
､

必

然
の

こ

と

で

あ

る
｡

カ
の

な
い

正

義
は

無
力
で

あ

り
､

正

義
の

な
い

力
は

圧

制
的
で

あ

る
｡

カ
の

な

い

正

義
は

反

抗
を

受
け
る

｡

な

ぜ

な

ら
､

悪
人
が

常
に

い

る

か

ら

だ
｡

正

義
の

な
い

カ
は

弾
劾
さ

れ

る
｡

そ

れ

故
､

.

正

義

と

カ
と

を
一

緒
に

お

か

な

け
れ

ば

な

ら

な
い

｡

そ

の

た
め

に

は
､

正

し
い

も
の

を

強
く

あ

ら
せ

る

か
､

強
い

も
の

を
正

し

く
あ

ら

せ

な

け

れ

ば

な

ら

な
い

｡

正

義
は

論
議
の

種
に

な

る
｡

力

は

極
め
て

は

っ

き

り

し

て

い

て
､

論
議
無
用
で

あ

る
｡

そ

れ

故
､

人
は

正

義
に

力
を

与

え

る

こ

と
が

で

き
な

か

っ

た
｡

な

ぜ

な

ら
､

力
は

正

義
に

反

抗
し
て

､

そ

ち

ら

は

正

し

く
な

く
､

正

し
い

の

は

自
分
だ

と

言
っ

た

か

ら
で

あ

る
川

一

〕

二

′

ィ
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こ

取

よ

う
に

し

で

人
は

､

正
し
い

む
の

を

強
く

あ

ら

せ

る

こ

と

が

で

き

な

か
っ

た

の

で
､

強
い

も
の

を
正

し

い

と

し

た

の

で

あ

る
+

(

二

九

八
)

｡

こ

の

よ

う
に

し
て

､

‥社
会
現

象
は

可

能
な

か

ぎ

り

《

も
の
》

と

し

て

捉
え

ら

れ
､

《

人
》

と

.《

人
》

と
の

関
係
も

《

む

の
》

と
《

も

の
》

と

の

関
係
に

草
花

さ

れ

る
｡

た

と

え

ば
､

他
者
へ

の

｢

敬
意
+

と

は
､

｢

不

都
合
を

忍
ぺ

+

と
い

う
こ

と
で

あ

る

(

三
一

七
)

｡

そ

れ

は

想

像
力
の

つ

く
り

上

げ
た

権
威
に

対

す
る

わ

れ

わ

れ

の

行
動

的
反

応
で

あ

り
､

従
っ

て
､

権
威
の

実
体
は

わ

れ

わ

れ

を

拘
束
す

(

5
)

る

｢

力
+

な
の

で

あ

る
｡

｢

或
る

人
々

の

尊
敬

を

他
の

人
々

に

対
し

て

結
び

つ

け
る

網
は

､

全

体

と
.

し

て

は
､

必

要
か

ら

生
じ

た

網
で

あ

る
｡

な

ぜ

な

ら
､

す

ぺ

て

の

人
が

支
配
し
た

が

り
､

す
べ

で

の

人
に

そ

れ

が

で

き
る

わ

け
で

は

な

く
､

或
る

人
た

ち
だ

け
に

そ

れ

が

で

き

る

の

で

あ
る

以

上
､

尊
敬
に

い

ろ
い

ろ

な

段
階
が

な

け
れ

ば

な

ら

な
い

こ

と

に

な

る

か

ら

で

あ

る
｡

さ

て
､

こ

れ

ら
の

段
階
が

形
づ

く
ら

れ

始
め

る

と
こ

ろ

を
､

わ

れ

わ

れ

が

見
て

い

る

と

憩

足

し
ょ
>

}
｡

最
も

強
い

部
分
が

最
も

弱

い

部
分

を

圧

迫
し

､

つ

い

に

支

配
的
な

一

党
派
が

で

き
る

ま
で

､

互
い

に

戦
い

合
う
で

あ

ろ

う
こ

と

に
■
疑
い

ほ

な
い

｡

だ

が
､

そ

れ

が

ひ

と

た

び

決
定
さ

れ

る

と
､

酸
い

が

続
く
こ
■

と

を

欲

し

な
い

支

配
者
た
ち

は
､

彼
ら
の

手

中
に

あ
る

カ
が

､

自
分

た

ち
の

気
に

入

む

仕
方
で

受
け

細
が

れ

て

い

く
よ

ケ
な

制
度
を
つ

く
る

｡

或
る

者

は
､

そ

れ

を

人
.

民
の

投
票
に

､

他
の

者
は

せ

集
等
々

に

ゆ

だ

ね

る
｡

そ

し

て
､

こ

の

時
点
か

ら

想
像
力
が

そ

の

役
割
を

演
じ

始
め
る

｡

そ

れ

ま

で

の

と
こ
･
ろ

は
､

単
な

る

カ
が

そ

の

役
剖
を

果
し
て

き
た

｡

こ

れ

か

ら

は
､

力
が

､

或
る

党
派
の

う
ち
に

､

想
像
力
に

よ

っ

て

支
え

ら

れ

る

の

で

あ
る

｡

フ

ラ

ン

ス

で

は

貴
族
た

ち
の

う

ち
に

､

ス

イ

ス

で

は

平
民
た

ち
の

う

ち
に

､

等
々

｡

従
っ

て
､

尊
敬
を

､

個
々

の

場
合
に

､

こ

れ

こ

れ

の

人
に

結
び

つ

け
る

こ

の

よ

う

な

網
は

､

想
像
力
の

綱
で

あ
る
+

(

三

〇

四
)

｡

こ

こ

に
､

.
習
慣
や

憩
像
の

錯
覚
は

､

そ

れ

ら
が

｢

力
+

に

依
拠

し

て

い

る

が

故
に

肯
定
さ

れ

る
､

と

い

う
こ

と
が

理

解
さ

れ

る
｡

言
い

換
え

れ

ば
､

同
時
に

遺
徳
の

法

則
で

も

あ

る

よ

う
な

自
然
の

秩
序
と

し
て

の

｢

自
然
法
+

の

香
定

は
､

カ
を

法
に

対
立

さ

せ

る

と

同

時
に

そ

れ

を

法
の

上

に

お

き
､

秩
序
そ

の

も
の

を

人

間
の

作

ぁ
と

見
る

､

溌
制
と

し

て

の

社

会
観
を

明

ら
か

に

す
る

｡

社
会
は

純
粋
に

外

的
な

規
制
に

よ
っ

て

秩
序
づ

け

ら
れ

る

こ

と

に

な

る
｡

｢

法
律
は

正

義
で

な
い

と
､

民

衆
に

向
か

っ

て

言
う
の

は

危
険

で

あ

る
｡

な
ぜ

な

ら
､

民

衆
ほ

､

そ

れ

が

正

義
だ

と

侶
ず
れ

は
こ

脚
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そ
､

そ

れ

に

従
っ

て

い

る

の

だ

か

ら
で

あ

る
｡

そ

れ

故
､

民

衆
に

対

し
て

は
､

同

時
に

､

法
律
は

法

律
で

あ

る

が

故
に

従

わ

な

け

れ

ば

な

ら
な
い

､

恰
も

､

長
上

た

ち
に

ほ
､

彼
ら
が

正

し
い

か

ら

で

は

な

く
､

長
上

で

あ

る

が

故
に

従

わ

な

け

れ

ば
な

ら
な
い

の

と

同

じ
で

あ

る

よ

う
に

､

と

言
っ

て

や

ら

な

け

れ

ば
な

ら

な
い

｡

こ

の

よ

う
に

し

て
､

そ

の

こ

と

を

民

衆
に

理

解
さ

せ
､

こ

れ

こ

そ

ま

さ

に

正

義
の

定
義
で

あ

る

こ

と

を

理

解
さ

せ

る

こ

と

が

で

き

れ

ば
､

す
べ

て

の

反
乱
は

防
止

さ

れ

る

の

で

あ

る
+

(

三

二

六
)

｡

人

間
の

内

面
を

規
整

す
る

道

徳
的
自
然
法
は

意
識
的
に

排
除
さ

れ
､

よ

っ

て

以

て

カ
が

価
値
的
に

肯
定
さ

れ

る
｡

そ

れ

は

自
然
の

秩
序
が

同

時
に

道

徳
の

法
則
で

あ
っ

た

こ

と

を

意
味
す

る
｡

つ

ま

り
､

自
然
の

尋
常
な

秩
序
は

､

単
に

そ

う
か

か

の

で

ほ

な

く
､

そ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

う
あ
っ

て

然
る
べ

き

な
の

で

あ

る
｡

そ

れ

故
に

､

あ

る

の

反
対
が

ヽ

ヽ

や

は

り

価
値
の

色
ど

り

を

も
た

な
い

､

透
明
の

な
い

で

あ

る

の

に

ヽ

ヽ

対
し

て
､

ぺ

し
の

反
対
は

､

言
い

換
え

る

と
､

あ

る
べ

き

自
然
や

社

会
の

秩
序
の

破

壊
は

､

反

対
の

価
値
に

よ
っ

て

暗
く

彩
ら

れ
て

(

6
)

現
わ

れ

て

く

る

の

で

あ
る

｡

三

パ

ス

カ

ル

に

お

け
る

､

自
然
に

対

す
る

人

間
の

作
為
即
ち

擬
制

と

し
て

の

社

会
観
は

､

彼
の

人

間
観
に

も

通
じ

て

い

る
ふ

｢

わ

れ

わ

れ

は
､

自
己
に

お

い

て
､

ま
た

自
分

白
身
の

存
在
の

う

ち
で

､

わ

れ

わ

れ

が

も
っ

て

い

る

生

活
で

は

満
足
し

な
い

｡

わ

れ

わ
れ

は
､

他
人
の

観
念
の

中
で

仮
想
の

生

活
を

し

よ

う

と

欲
し

､

そ

の

た

め

に

外

見
を

整
え

る

こ

と
に

努
力
す
る

｡

わ

れ

わ

れ

は

鮨

え

ず
､

わ

れ

わ

れ

の

仮
想
の

存
在
を

飾
り

､

そ

れ

を

推
持
し

ょ

う

と

努
め

､

自
分
の

真
の

存
在
の

方
を

な
お

ざ

り
に

す

る
｡

そ

し
て

､

も

し

わ

れ

わ

れ
に

､

落
ち
つ

き

や
､

雅
量
や

､

忠
実
さ

が

あ

れ

ば
､

そ

の

こ

と

を

急
い

で

人
々

に

知
ら
せ

よ

う
と

し
て

､

そ

れ

ら
の

徳

を

わ

れ

わ

れ

の

仮
憩
の

存
在
の

方
に

結
び

つ

け

る
｡

わ
れ

わ

れ

ほ
､

そ

れ

ら
の

徳
を

仮
想
の

存
在
に

加
え

る

た

め
に

は
､

そ

れ

ら

を
わ

れ

わ

れ

か

ら

引

き

離
す
こ

と
さ

え

し

か

ね

な
い

の

で

あ

る
｡

勇
敢

だ

と
い

う
評
判
を

得
る

た

め
な

ら
､

す

す

ん

で

卑
怯
者

.
に

も

な

り

か

ね

な
い

｡

仮
想
の

存
在
が

な

け
れ

ば

真
の

存
在
に

満
足
せ

ず
､

し

ば

し

ば
こ

れ

と
そ

れ

と

を

取
り

換
え

る

と
い

う
こ

と

は
､

わ

れ

わ

れ

自
身
の

存
在
が

虚
無
で

あ

る

こ

と
の

大
き

な

し
る

し

で

あ

る
｡

な

ぜ

な

ら
､

自
分
の

名
誉
を

保
つ

た

め
に

死
の

う
と

し
な
い

者
は

､

恥
知
ら

ず
と
い

う
こ

と

に

な

る

だ

ろ

う
か

ら
で

あ

る
+

(

一

四

七
)

｡

人

間
は

本
質
的
に

不

幸
で

あ

り
､

そ

の

生

活
は

空
し

く
､

惨
め

で

あ
っ

て
､

人

間
は

そ

れ

を

逃
れ

よ

う
と

も
が

い

て

い

る

の

で

あ

β3 α

{

ノ

′

ン



｢

.

諌

､

へ

■■㌢

く45 ) パ ス カ ル に お け る 法 と遺徳

る
｡

そ

の

た

め
に

､

己
れ

の

存
在
の

内

な

る

空

虚
を

覆
い

隠
そ

う

と

し

て
､

己

れ
の

外
部
に

善
を

探
し

求
め

る

こ

と
に

な

る
｡

｢

わ

れ

わ

れ

は

決
し
て

､

現

在
の

時
に

安

住
し
て

い

な
い

｡

わ

れ

わ

れ

は

未
来
を

､

そ

れ

が

来
る

の

が

遅
す

ぎ
る

か

の

よ

う
に

､

そ

の

流
れ

を

早

め
さ

せ

よ

う
と

す
る

か

の

よ

う
に

､

前
か

ら

待
ち

わ

び

て

い

る
｡

或
ほ

ま
た

､

過

去
を

､

そ

れ

が

早

く

行
き

す
ぎ

る

の

で
､

引

き

止

め
よ

う
と

し

て
､

呼
び

返
し
て

い

る
｡

こ

れ

は

実

に

あ

さ

は

か

な
こ

と

で

あ

っ

て
､

わ

れ

わ

れ

は
､

自
分
の

も

の

で

な
い

前
後
の

時
の

中
を
さ

ま
よ

い
､

わ

れ

わ

れ

の

も
の

で

あ

る

唯

一

の

時
に

つ

い

て

少

し

も

考
え

な
い

の

で

あ

る
｡

こ

れ

ほ

ま
た

実

に

空
し
い

こ

と

で

あ
っ

て
､

■
わ

れ

わ

れ

ほ

何
も
の

で

も
な
い

前
後

の

時
の

こ

と

を

考
え

､

現

存
す
る

唯
一

の

時
を

無
反

省
に

過

し
て

い

る

の

で

あ

る
｡

と
い

う
の

も
､

現

在
と
い

う
も
の

ほ
､

普
通

､

わ

れ

わ

れ

を

傷
つ

け
る

か

ら
で

あ

る
｡

そ

れ

が

わ

れ

わ

れ

を

悲
し

ま

せ

る

の

で
､

わ

れ

わ

れ

は

そ

れ

を

わ

れ

わ

れ

の

目
か

ら

隠
す
の

で

あ

る
｡

そ

し

て
､

も

し

現

在
が

わ

れ

わ

れ

に

と
っ

て

楽
し
い

も

の

で

あ

る

な

ら

ば
､

そ

れ
が

逃
げ
る

の

を

見
て

残

念
が

る
｡

わ
れ

わ

れ

は

現
在
を

未
来
に

ょ

っ

て

支
え

よ

う
と

努
め

､

わ

れ

わ

れ

が

到
達
す
る

か

ど

う
か

に

つ

い

て

は

何
の

保
証
も

な
い

時
の

た

め

に
､

カ

れ

わ

れ

の

功
の

及

ば

な
い

事
物
を

凝
庶
し

ょ

う
と

思
う
の

で

あ

る
+

(

一

七

二
)

｡

も
し

わ

れ

わ

れ

の

本
性
が

真
に

幸
福
で

あ
っ

た

な

ら

ば
､

わ

れ

わ
れ

は

自
分
を

幸
福
に

す
る

た

め
に

､

た

だ

自
分
の

現

在
の

状
態

を

考
え

る

だ

け

で

よ

く
､

そ

れ

を

自
分
切

目
か

ら

隠
す
こ

と
に

よ

っ

て

気
を

紛
ら

せ

た

り

す

る

必

要
ほ

な
か

っ

た

で

あ

ろ

う
1

｢

人

間
は

､

死
､

悲
傷

､

無
知
を

癒
す
こ

と

が

で

き

な
か

っ

た

の

で
､

幸
福
に

な

る

た

め
に

､

そ

れ

ら
の

こ

と

に

つ

い

て

少
し

も

考
え

な
い

よ

う
に

工

夫

し

た
+

(

一

六

八
)

｡

わ

れ

わ

れ

の

空
し
い

､

惨
め

な

人

生
に

釣
合
っ

た

ひ

と

と

き
の

幸
福
(

一

四
九
)

を

追
い

求
め

､

あ

ら

ゆ
る

有
限
な

善
を

探
し

求

め
る

人

間
の

営
み

は
､

す
べ

て
､

自
分
の

真
の

状

態
か

ら

目

を

そ

む

け
よ

う
と

し

て

工

夫

さ

れ

た

｢

気
ば

ら
し
+

に

す
ぎ

な
い

の

で

あ

る

(

一

三

七
)

｡

生

活
に

何
一

.つ

困

ら

な
い

だ

け
の

財

産

を

も

■

っ

て

い

る

者
な

ら
､

自
宅
で

安

楽
に

暮
し
て

い

れ

ば

よ

さ

そ

う
な

も
の

に
､

賭
事

､

女

た

ち

と
の

談
話

､

戦
争

､

顕
職
を

求
め

よ

う

と

す
る

｡

世
に

国
王

ほ

ど

す

ば

ら

し
い

身
分
は

な
い

で

あ

ろ

う
に

､

も

し

彼
に

何
の

気
ば

ら

し

も

な

く
､

自
分
が

何
者
で

あ

る

か

に

つ

い

て

考
え

さ

せ

ら

れ

て

い

た

ら
､

彼
は

起
り

得
ぺ

き

謀
叛

､

避
け

得
ぬ

死
や

病
気
な

ど
､

彼
を

お

び

や

か

す

物
思
い

に
､

香
応

な

し

に

陥
っ

て

し

辛
つ

で

あ

ろ

う
｡

つ

い

び

と

月

前
に

一

人

息

子

を

失

肋
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っ

た

男
､

ま
た

訴
訟
の

争
い

ご

と
に

負
け
て

今
朝
ほ

ど

ま
で

あ

れ

ほ

ど

浮
か

ぬ

顔
を

し

て

い

た

男
が

､

今
は

も

う
け

ろ

り

と

し
て

い

る
｡

一
六

席
間
も

前
か

ら

犬
ど

も
に

狩
ら
せ

て

い

る

猪
が

ど
こ

を

通

る

だ

ろ

う
か

.
上

夢
中
に

な
っ

て

見
て

い

る

か

ら

だ
｡

ま

た
､

財
務

長
官

､

一
大

法
官

､

高
等
法
院
長
で

為

る

と
い

う
こ
■
七
は

､

早

朝
か

ら

各
方

面
の

人
々

■
が

多
数
押
し

か

け

て
き

て
､

⊥

月

の

う

ち
一

時

間
も

良
分

自
身
の

こ

と

を

考
え

る

暇
の

な
い

ト

て
っ

な

境
遇
に

あ
る

こ

上

で

な

く
七

向
で

あ

ろ

う
か

｡

娯
楽
だ

ろ

う

と

労
働
だ

ろ

う
と

､

叔
本
的
な

区

別

ほ

な
い

｡

す
べ

て

に

お

い

て
､

気
ば

ら

し
の

な
い

と
こ

ろ
芯

喜
び

は

な

く
､

気
ば

ら
し

の

あ

る

と
こ

ろ
に

恋
心

み

は

な
い

(

二
二

九
)

｡

｢

兵
士

､

或
は

労
働
者
な

ど

が
､

月
分
の

労
苦
に

つ

い

七
不

平

を

言

う
な

■
ら

､

彼
ら
に

何
も

さ

せ

な
い

で

お

い

て

み

る

が

よ

い
+

(

一

三

〇
)

｡

｢

情
念
も

な

く
､

仕
事
も

な

く
､

気
ば

ら

し

も

な

く
■､

専
心

す

べ

き

営
み

も

な

く
､

全

き

安
息
に

あ

る

こ

と

ほ

ど
､

人
間
に

と
っ

て

耐
え
が

た

い

こ

と

ほ

な
い

の

だ
+

.
(

二
｢

二
)

｡

こ

初

よ

う
に

､

一
人

間
の

あ

ら

ゆ

る

不

幸
は

､

全

き

安
息
七

溜
ヰ

こ

と
が

で

き
な
い

と
い

う
､

こ

の

唯
一

の

こ

と
に

由
来
す
る

｡

そ

れ

故
､

或
る

人
に

安
ら

か

に
■
暮
せ

と

言
う
こ

と

は
､

幸
福
に

暮
せ

と

言

う
の

と

同

じ

く
､

ま
ち

が
っ

て

い

る
｡

た

と

え

ば
､

.
賭
事
を

脚

し
て

終
日

暇
つ

ぶ

し
を

し

て

い

る

世

間
の

人
々

を

責
め

る

の

は

見

当
ち
が

い

で

あ

る
｡

.
彼
ら
が

毎
日

か

ち

得
る

だ
■
け
の

金
を

､

も

う

決
し
て

賭
事
を

し

な
い

と
い

う
条

件
で

､

毎
朝

彼
ら

に

与

え

た

な

ら
､

彼
ら
を

不

幸
に

す
る

だ

け

だ

ろ

う
｡

し
か

し
､

′
大

切

な
の

は

膳
事
の

楽
し
み

で

あ
っ

て
､

儲
け
が

目

的
で

は

な
い

､

と

ば
か

り

言
い

得
る

だ

ろ

う
か

｡

そ

れ

な

ら

ば
､

何
も

磨
け

な
い

で
､

彼
ら

に

勝
負
事
を

や

ら

せ

て

み

れ

ば
よ

い
｡

彼
ら
は

そ

れ

に

熱
中

す

る

こ

と

な

く
､

退

屈
す
る

だ

け

だ

ろ

う
｡

し
て

み

る

と
+

彼
ら
が

求

め
て

い

る

の

は
. ､

単
に

遊
び

だ

け
で

は

な
い

｡

彼
ら

に

と
っ

て

は
､

何
よ
■り

も

熱
中
す
る

こ

と
が

必

要
な
の

だ
｡

膳
事
を

し

な
い

と
い

う

条
件
な

ら

欲
し
い

と

ほ

思
わ

カ
い

も
の

で

も
､

膳
で

待
た

ら

楽

し
い

.
だ

ろ

う
と
■

｢

想
像
し
て

､

自
分

自
身
を

欺
く
+

こ

と
が

必

要

な
の

だ
｡

つ

ま

り
､

彼
ら

は
､

情
念
の

原
因
を

自
ら

作
り

出
し
て

､

そ

の

上

で
､

そ

の

作
り

出
し

た

対

象
に

対
し

て
､

自
ら
の

情
念
を

掻
き

立

て

て

い

る

の

だ
｡

そ

れ

故
に

､

彼
ら

は
､

自
分

た

ち
の

求

め
て

い
■
る

も
の

が

賭
事
で

あ
っ

て
､

儲
け
で

は

な
い

と
い

う
こ

と

を

知
ら

な
い

｡

彼
ら
が

そ

う
い

っ

た

立

ち

扱

ぎ

を

気
ば

ら

し
と

し

て

の

み

追
求
す
る

か

ぎ
り

､

非
難
さ

れ

る
べ

き

で

は

な
い

｡

そ

う

で

は

な

く
て

､

悪
い

の

ほ
､

彼
ら

が
､

求

め
て

い

る

事
物
の

所
有

ー

)

(

ソ

ニ
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に

よ

っ

て

全
き

安
息
で

あ

る

其
の

幸
福
を

手
に

入

れ

得
る

｢

か

の

よ

う
に
+

､

そ

れ

を

求
め

て

い

る

と
い

う
こ

と

だ
｡

そ

の

点

に

こ

そ
､

彼
ら

の
.
追
求
が

空
し
い

も
の

で

あ
る

と

非
難
さ

れ
る

ぺ

き

根

拠
が

あ

る
｡

彼
ら

は
､

今
手
に

し
て

い

な
い

幸
福
も

､

当

面
す
る

い

く
う

か

の

困

難
に

打
ち

克
っ

て
､

安
息
へ

の

門
を

開
く
こ

と
が

で

き
た

と

き
に

は
､

自
分
の

も
の

に

な
る

だ

ろ

う
と
い

つ

も

息
い

込
ん

で

い

る
｡

そ

し
て

､

も
し

そ

れ

ら
の

困

難
を

克
服
す
る

と
､

安
息
は

耐
え

難
い

も
の

と

な
る

｡

安
息
は

倦
怠
を

生

む
か

ら
だ

｡

そ
こ

で
､

一
ま

た

そ
こ

か

ら

逃
れ

出
て

､

気
ば

ら

七

を

求
め
ざ

る

を

得
な
.く
な

る
｡

｢

そ

れ

故
､

人

間
は

､

倦
怠
の

原

因
が
▲
何

一

つ

な

い

と

き

で

さ

え
､

自
ら
の

気
質
の

本
来
の

状
能
に

よ

っ

て

倦
怠
に

陥
っ

て

し

ま

う

ほ

ど

ま
で

に
､

不

幸
な
の

で

あ

る
+

(

二
二

九
)

｡

こ

う

し
て

わ

れ

わ

れ

ほ
､

休
ら

う
ぺ

き
一

点

を

求
め
て

｢

無
際

限
に

衝
き

動
か

さ

れ
.■
る

こ

と
に

な

る
｡

こ

の

こ

と

ほ
､

わ

れ

わ

れ

の

こ

の

世
に

お

け
る

一

切
の

目

標
が

全
く

空

虚
で

あ
■
る

､

と
い

う

こ

と
を

示

す
も
の

で

あ

る
｡

尊
を

求
め
て

無
際
限
の

運

動
を

す

る

と

い

う
こ

と

は
､

そ

の

運
動
が

､

い

わ

ば
､

.
そ

れ

自
身
の

運

動
を

止

め
､

そ
■
の

先
へ

進
む

可
能
性
を

盈
し
た

ま

ま
､

未
完
成
の

ま

ま

止
っ

て

い

る

も
の

と

考
え

ら
れ

る
｡

た

と

え
先
.へ

進
む
こ
･
と

が

実

現
し

た

と
こ

ろ

で
､

そ

の

運
動
は

､

無
際
限
に
+

重
し
い

終
り

に

向
か

う
こ

と
が
▼で

き
る

に

す
ぎ

な
い

｡

目

的
を

め
ざ

し

た

運

動
は

､

必

ず
何
か

終
り

を

め
ざ

し

て

い

る

以

上
､

そ

の

成
行
き

は

無
際
限

で

は

あ

り

得
ず

､

も

し
そ

れ

が

無
際
限

で

あ

る

な

ら
､

い

つ

ま

で

も

終
る

こ

と

な

く
､

結
局

､

目

的
が

な

か
っ

た

こ

と

に

な

る

の

で

(

7
)

あ

る
｡

｢

気
ば

ら

し
+

と

は
､

人

間
の

営
み

が

い

つ

も

行

き

づ

ま

り
､

従
っ

て
､

そ
れ

が

未
完
成
の

ま

ま

止
る

ぺ

く

決
定
さ

れ

て

い

る
､

こ

の

無
際
限
の

運
動
に

外
な

ら

な
い

｡

そ
し

て
､

パ

ス

カ

ル

に

と
っ

て
､

こ

の

｢

気
ば

ら

し
+

を

人

間
の

我
橿
的
な

営
み

と

し

て

青
菜
す
る

こ

と

ほ
､

不

可
能
事
を

可
能
で

あ

る

か

の

よ

う
に

思

い

誤
り

､

更
に

は
､

単
に

可
能
的
で

あ

る

に

す
ぎ

な
い

も
の

を

現

実

的
な
も

の

と

看
倣
す
こ

と
に

な
る
.､

と
い

う
ば

か

り
で

な

く
､

.

人

間
の

本
性
の

う
ち
に

道
徳
的
無
秩
序
へ

の

危
険
の

内

在
す
る

こ

と

を

認
め

る
､

と
い

う
こ

と
に

も

な
る

の

で

あ

る
｡

｢

わ

れ

わ

れ

の

本
性
は

運
動
の

う
ち
に

あ

る
｡

完
全

な

静
止

は

死
で

あ

る
+

(

一

二

九
)

｡

｢

そ

の

と

き

人

間
は

､

自
己
の

虚
無

､

自
己
の

孤
独

､

自
己
の

不

足
､

自
己
の

従

属
､

自
己
の

無
力

､

自
己
の

垂

虚
を

感
ず
る

｡

た

ち

ま

ち
､

彼
の

魂
の

奥
底
か

ら
､

倦
怠

､

憂

軍

悲
哀

､

苦
悩

､

脚
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悔
恨

､

絶
望
が

湧
き

出
る

で

あ

ろ

う
+

(

一

三
一

)

｡

人

陶
は

､

自
己
の

愛
す
る

対

象
が

欠

陥
と

悲
惨
に

満
ち
て

い

る

の

を
､

ど

う
す

る

こ

と

も
で

き
な

い
｡

彼
は

､

幸
福
で

あ

ろ

う
と

し
て

､

自
己
の

不

幸
を

見
る

｡

完
全
で

あ

ろ

う
と

し

て
､

自
己
の

不

完
全

な

姿
を

し

か

見
出
せ

な
い

｡

人
々

の

愛
と

尊
敬
の

対

象
と

な
り

た
い

と

思
い

な
が

ら

も
､

自
己
の

欠

陥
が

人
々

の

嫌

悪
と

侮

蔑
に

し

か

催
し

な
い

の

を

見
る

｡

当
面

す
る

こ

の

困

惑
の

故
に

､

人

間
は

自
己
の

真
の

状
態
に

対

す
る

極
度
の

嫌
悪
を

抱
く

よ

う
に

な

る
｡

こ

の

裏
理

を

絶
滅
し

ょ

う
と

し
て

も

そ

れ

が

で

き

な
い

た

め
に

､

せ

め

て

自
分
の

意
識
と

他

人
の

意
識
と

の

な

か

で
､

で

き

る

か

ぎ

勺

そ

れ

を

破

壊
し
ょ

う
と

努

め

る

(

一

〇

〇
)

｡

こ

■の

よ

う
に

し

て
､

人

間
の

自
我
は

､

互

い

に

敵
対

し
､

自
ち
の

秩
序
を

踏
み

越
え

て
､

他
の

す
べ

て

の

自
我
を

支
配
し

ょ

う
と

す
る

(

四

五

五
)

｡

｢

す
べ

て

世
に

あ
る

も
の

ほ
､

肉
の

欲
､

目
の

欲
､

生

命
の

替

り

で

あ

る
｡

(

官
能
欲

､

知
識
欲

､

支
配
欲
)

+

(

四
五

八
)

｡

人

間
の

こ

の

｢

醜
い

地

金
+

は
､

覆
い

隠
す
こ

と

は

で

き
て

も
､

除
き

去
る

こ

と

は

で

き

な
い

(

四

五

三
)

｡

｢

邪
欲
+

も

ま
た

人

間

の

｢

第
二

の

自
然
+

と

な
っ

て

し

ま
っ

て

い

る

の

で

あ
る

(

四

三

〇
)

｡

従
っ

て
､

人

間
が

幸
福
を

求
め

て

行
な

う

｢

気
ば

ら

し
+

は
､

朗
々
U

｢

邪
欲
+

を

公

共
の

善
に

役
立

た

せ

る

た

め
に

､

そ

れ

を

で

き

る

か

ぎ

り

利
用

し

ょ

う
と

意
図
す
る

こ

と
に

外

な

ら
な
い

｡

｢

人

は

政

治
や

道
徳
や

裁
判
に

つ

い

て

の

す

ば
ら

し
い

規
則
を

､

邪
欲
を

基
に

し
て

つ

く
り

､

邪
欲
か

ら

引
き

出
し

た
+

(

四
五

三
)

｡

こ

う

し
て

､

人

間
同

志
の

結
合
は

相

互
の

欺
瞞
の

上

に

築
か

れ

る

｢

み

せ

か

け
+

に

す
ぎ

な
い

(

四

五
一

)

｡

社
会
を

全

く

外

的

に

規
整
す
る

あ
の

｢

力
+

は
､

邪
欲
そ

の

も
の

で

あ

る

自
我
が

凝

ら

す

装
い

に

よ

っ

て

生
み

出
さ

れ

る

の

で

あ

る

(

三
一

六
)

｡

何

ご

と
に

つ

け
て

も

自
分
が

中
心
に

な

ろ

う
と

す
る

こ

の

｢

不
正

な

自
我
+

は
､

不

正

な

る

が

故
に

､

力
に

よ

っ

て

互
い

に

結
び

つ

く
｡

な

ぜ

な

ら
､

そ

の

よ

う
な

自
我

は
､

必

然
､

他
の

人
々

を

従

属
さ

せ

よ

う
と

す
る

｢

不

都
合
+

を

犯

す
こ

と

に

な

る

が

(

四

五

五
)

､

こ

わ

. ｢

不

都
合
を

忍
ぶ
+

と

は
､

ま
さ

し

く
､

力
に

ょ

る

機
械
的

､

外

面
的
結
合
社

会
を

成
り

立

た

せ

る

も
の

で

あ
っ

た
｡

こ

の

よ

う

に
､

習
慣
や

憑
像
の

錯
覚
を

肯
定
す
る

よ

う
な

｢

カ
+

ほ
､

人

間

の

邪
欲
に

よ
っ

て

し

か

規
定
さ

れ

得
な
い
+

と
い

う
こ

と
が

理

解

さ

れ

る
｡

こ

の

｢

カ
+

を

彩
る

価
値
が

､

止

む

を

待
ず
肯
定
さ

れ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

る

価
値

､

反
対
の

価
値
と
さ

れ

る

所
以

で

あ

る
｡

個
人

と

社

会
と

の

有
機
的
連
関
の

香
定

は
､

個
々

の

人

間
同
志
の

そ

れ

の

香
淀
と

一

)

{

､
ノ

ー
､

ノ



｢

.

見

､

ナ

{

( 4 9 ) バ ス カ ′レ に お け る 法 と 道 徳

重

な

り

合
っ

て

い

る

の

で

あ

る
｡

｢

邪
欲
と

力
と

が
､

わ

れ

わ

れ

の

あ

ら

ゆ
る

行
為
の

源
泉
で

あ

る
｡

邪
欲
は

自
発
的
な

行
為
を

さ

せ
､

力
が

自
発
的
で

な
い

行

為

を

さ

せ

る
+

(

三

三

四
)

｡

こ

れ

は
､

わ
れ

わ

れ

の

｢

自

発
的
+

な

行
為
が

､

内

面
的

必

然

性
に

よ
っ

て

で

は

な

く
､

単
に

外

的
必

然
性
に

よ

っ

て

支

配
さ

れ

る

と
い

う
事
実

､

言
い

換
え

れ

ば
､

そ

れ

ほ

目

的
因
か

ら

切

り

離

さ

れ

て
､

外

的
因
果
の

系
列
に

阻
み

入

れ

ら

れ

て

し

ま

う
と
い

う

こ

と
､

更
に

言
え

ば
､

現

世
の

一

切
の

事
象
が

偶
然
的
で

あ

る

と

(

8
)

い

う

事
実

､

を

示

す
も
の

で

あ

る
｡

わ

れ

わ

れ

は
､

必

然
的

存
在

で

は

な

く
､

従
っ

て
､

永
遠
で

も

無
限
で

も

な
い

(

四

六

九
)

｡

｢

わ

れ

わ

れ

が
､

わ

れ

わ

れ

と

同

じ

仲

間
と

の

交
わ

り
の

う

ち

に

安
ん

じ
て

い

る

の

は
､

お

か

し

な
こ

と
で

あ

る
｡

彼
ら

は
､

わ

れ

わ

れ

と

同
様
に

惨
め

で

あ

れ
､

無
力

で

あ

る

の

で
､

わ

れ

わ

れ

を

助

け
て

は

く
れ

な
い

だ

ろ

う
｡

人

は

独

り

死
ぬ

の

で

あ

る
｡

従

っ

て
､

人
ほ

独
り

で

あ

る

か

の

よ

う
に

や
っ

て

ゆ

か

な

け

れ

ば

な

ら

な
い
+

(

二
一

一

)

｡

｢

こ

れ

ら
の

悲

惨
に

も

か

か

わ

ら

ず
､

人
は

幸
福
で

あ

ろ

う
と

願
い

､

幸
福
で

あ

る

こ

と

し
か

願
わ

ず
､

ま
た

そ

う

願
わ

ず
に

は

い

ら

れ

な
い

. ｡

だ

が
､

そ

れ

に

は

ど

う

す
れ

ば
い

い

の

だ

ろ

う
｡

そ

れ

を

う

ま

く
や

る

に

は
､

自
ら

不

死
に

な

ら

な

け

れ

ば

な
ら

な

い

だ

ろ

う
｡

し
か

し
そ

れ

は

で

き

な
い

の

で
､

そ

う
い

う
こ

と

を

敢
え

て

考
え

な
い

よ

う
に

工

夫
し

た
+

(

一

六

九
)

｡

こ

の

偶
然

性
の

感
情
ほ

､

人

間
同

志
の

間
に

有

横
的
関
係
を

も

た

ら

し

て

人

間
の

あ

ら

ゆ
る

行
為
を

包
み

込

む

よ

う
な

､

自
然
的

(

9
)

社

会

的
紐
帯
の

喪
失

L

と

も
に

生

ず
る

｡

こ

の

失
わ

れ

た

自
然
的

社

会
的
紐
帯
を

取

り

戻
す
べ

く

偶
然
的
事
象
の

一

切

を

認

識
す
る

た

め
に

は
､

無
限
の

因
果
の

系
列
を

辿
ら

な

け

れ

ば

な

ら

な
い

｡

そ

れ

を

果
し

得
る

た

め
に

は
､

人

間
は

偶
然
的
存
在
で

あ
る

こ

と

を

止

め

な

け

れ

ば

な

ら

な
い

｡

し

か

し
､

人

間
が

死

を

避
け

得
な

い

と

い

う
こ

と
が

事
実
で

あ

る

と

す
れ

ば
､

せ

め
て

､

こ

の

せ
で

の

生
に

仮
構
の

永
遠
性
を

賦
与

す
べ

く
エ

夫

し

な

け

れ

ば

な
ら

な

い

の

で

あ

る
｡

し

か

し

な
が

ら
､

自
然
に

お

け

る
一

切
の

事
象
を

､

目

的
性
を

抜
き
に

し
て

機
械
論
的
に

語
る

と
い

う
こ

と

は
､

善
へ

と

向
か

う

自
然
の

傾
向

を

抜
き
に

し
て

語
る

こ

と

で

あ

り
､

そ

こ

に

は

何
か

(

姐
)

道
徳
的

無
秩
序
へ

の

危
険
を

感
じ

さ

せ

る

も
の

が

あ

る
｡

｢

こ

の

無
限
の

空

間
･の

永
遠
の

沈
黙
は

､

私
に

恐
れ

を

抱
か

せ

る
+

(

二

〇
六
)

｡

如

何

な
る

目

的
に

ょ

っ

て

も

限

ら

れ

な
い

､

無
限
に

延

長
す

る

臓



｢
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こ

の

事
宙
は

､

わ

れ

わ

れ

の

善
に

関
し

て

何
も

語
ら

な
い

｡

こ

の

没

価
値
的
な

宇
宙
に

お

け
る

無
限
の

因
果
の

系
列
を

､

際
限
な

く
､

即

ち

終
る

こ

と

な

く

辿
る

う
ち

に
､

わ

れ

わ

れ

は
､

知
ら

ず
知
ら

ず
､

空
極
の

善
の

異
相
を

見
失
う
こ

と
に

な
る

の

で

あ

る
｡

｢

す
べ

て

が
一

様
に

動
く

と

き
に

は
､

船
内
に

い

る

と

き
の

よ

ぅ
に

､

見

た
と
こ

ろ

何
一

つ

動
か

な
い

｡

み

な
が

放
縦
の

方
へ

向

か

っ

て

ゆ

く
と

き
に

は
､

だ

れ

も

そ

ち

ら
へ

向
か
っ

て

ゆ

く

よ

う

に

は

見
え

な
い
+

(

三

八
二
)

｡

｢

混

乱
の

う
ち
に

あ

る

人
々

は
､

秩
序
の

う
ち
に

あ

る

人
々

に

対
し

て
､

君
た

ち
は

自
然
か

ら

離
れ

て

い

る

の

だ

と

言
い

､

自
分

た

ち

は

自
然
に

従
っ

て

い

る

と

思
っ

て

い

る
｡

丁

度
､

船
に

乗
っ

て

い

る

人

た

ち
が

､

岸
に
.

い

る

人

た

ち
が

遠
ざ

か
っ

て

ゆ

く

と

息

ぅ
の

と

同

じ
で

あ

る
｡

い

ず
れ
の

側
も

､

言
い

ぐ
さ

は
.
同

じ

で

あ

る
｡

そ

れ

を

判

定
す

る

た

め

に

ほ
､

固

定
点
が

な

け

れ

ば

な

ら

な

い
｡

港
は

船
の

中
に
.
い

る

人
た

ち
に

つ

い

て

判
断
を

下

す
｡

だ

が
､

道
徳
に

お

い

て

は
､

.
わ

れ

わ

れ

は

ど
こ

に

港
を
お

く
ぺ

き
で

あ

ろ

う
か
+

(

三

八
三
)

｡

｢

わ

れ

わ

れ

の

悲
惨
を

慰
め

て

く
れ

る

唯
一

の

も
の

は
､

気
ば

ら

し
で

あ
る

｡

し

か

し
こ

れ

こ

そ
､

わ

れ

わ
れ

の

悲
惨
の

最
大
の
■

も
の

で

あ

る
｡

な

ぜ

な

ら
､

わ

れ

わ

れ

に

自
分

自
身
の

こ

と

を

考

ぇ

な
い

よ

う
に

さ

せ
､

わ

れ

わ

れ

を

知
ら

ず
知
ら

ず
の

う

ち
に

滅

仰

び

に

至
ら

せ

る

も

の

は
､

ま

さ

し

く
そ

れ

だ

か

ら

で

あ

る
｡

そ

れ

が

な

か

っ

た

ら
､

わ

れ

わ

れ

は

倦
怠
に

陥
る

こ

と

で

あ

ろ

う
｡

そ

し
て

こ

の

倦
怠
は

､

わ

れ

わ

れ

を

促
し

て
､

そ

こ

か

ら

逃
れ

出
る

一

層
確
実
な

手

段
を

求
め
さ

せ

る

こ

と

で

あ

ろ

う
｡

し
か

し
､

気

ば

ら

し

は
､

わ

れ

わ
れ

を

楽
し

ま

せ
､

知
ら

ず
知
ら

ず
の

う
ち

に
､

わ

れ

わ

れ

を

死
に

至

ら
せ

る

の

で

あ

る
+

〓

七
一

)

｡

わ

れ

わ

れ
に

と
っ

て
､

自
然
に

従

う
と

い

う
こ

と

が
､

実
ほ

､

自
然
か

ら

離
れ

て

ゆ

く
こ

と

を

意
味
し
て

い

る
｡

■
わ

れ

わ

れ

が

自

然
を

対

象
化
し

て
､

そ

れ

を

人

間
に

支

配
で

き

る

よ

う

な

形
で

法

則
的
に

促
え

よ

う
と

す

る

こ

と

は
､

却
っ

て
､

わ

れ

わ
れ

自
身
を

対

象
化

し
て

､

自
ら

を

外
的
必

然
の

支

配
に

ゆ

だ

ね

る

こ

と

で

あ

る
｡

自
然
を

不

自
然
の

状
態
に

お

こ

う
と

す

る

こ

と

は
､

わ

れ

わ

れ

が

知
ら

ず
知
ら

ず
､

自
ら

を

不

自
然
の

状
態
に

陥
れ

る

こ

と
に

外

な

ら

な
い

｡

言
い

換
え

れ

ば
､

人

間
は

､

自
然
の

偶
然
的
な

現

象
を

知
悉
す
べ

く

自
ら
の

生
に

仮
構
の

永
遠
性
を

賦
与

し
ょ

う
と

す
る

こ

と

に

よ
っ

て
､

逆
に

､

自
ら
の

一

切
の

営
み

を

仮
象
と

し

て

し

ま

う
｡

こ

こ

に
､

一

見

自
然
と

思
え

る

道

徳
や

法
の

秩
序
が

､

実
は

人

為
に

す

ぎ

な
い

､

と
い

う
こ

と
に

な
る

の

で

あ
る

｡

こ
･
の

よ

う
に

､

パ

ス

カ

ル

に

お

い

て

は
､

そ

の

機
械
論
的
自
然

も

ー

1 )

｢

ノ

丁
り



｢

.

束

ナ

.

で

一

観
は

､

㌧

目

的
静
的
考
察
を

斥

け
る

こ

と

に

よ
､
り

て

展
姐
さ

れ

る

の

で

は

な

く
､

む
し

ろ
､

目

的
論
的
考
察
を

断
念
す
る

と

こ

ろ
に

成

や
立

つ

て

い

る

と

言

え

る
｡

そ
.

こ
■
に

ぉ
い

て

わ

れ

わ

れ

は
､

自
然

科
学
の

も
つ

客
観
的
法
則
を

社

会
の

う
ち
に

見

出
そ

う
と

す

る

自

然
法
の

試
み

が
､

そ

の

自

然
法

則
を

､

個
人

を

支

配
す

る

道

徳
的

必

然
の

相
の

も
と

に

把
捉

し

ょ
■
ぅ
▼
と

す

る

努
力
に

外
な

ら

な
い

､

と
い

う
こ

と
の

香
定

的
な

表
現

を

見
た
の

で

あ

る
｡

(

1
)

数
字
は
ブ

ラ

ン

シ

ュ

ゲ
ィ

ッ

タ

(

世

2
日

琶
F

5 .

〇

g
)

版
『

パ

ン

セ

』

の

断

章
番
号
を

示

す
｡

以

下

同

じ
｡

テ

ク

ス

ト

は
､

b
訂
叫

宝

佃
打
P

篭
已
㌧

-

甘

さ

乳
Q
匂

亀

点
)

巨

岩
已
▲

ぶ
C
-

P

邑
β

ロ
e
∽

H

賢
け
O
t
t

e
､

-

漂
い

･

を

用
い

た
｡

ま
た

､

『

パ

ン

セ

』

■
の

邦
訳

は

前
田

陽
一

･

由

木

康

訳

(

中

央
公

論
社

､

昭

和
四

十
一

年
)

､

放
浪

信
三

郎

訳

(

筑
摩
書
房

､

昭

和
三

十
三

年
)

を

参
照
し

た
｡

(

2
)

福
田

歓

∵
｢

政

治
旦

静
に

お

け
る

〈

白

魚
)

の

問
凰
+

『

年
執

政

治

学
』

､

日

本

政

治
学
会

垢
､

一

九

六
二

年
度

､

一

三

頁
｡

(

3
)

同

右
､

一

四

-
一

五

頁
｡

(

4
)

F
･

ポ

ル

ケ
ナ

ウ

『

封

建
的

世

界
像
か

ら

市

民
的

世

界
像

へ

』
､

水

田

洋

他

訳
､

み

す

ず
書
房

､

昭

和

四

十

年
､

六

五

九

頁
｡

(

5
)

野

田

又

夫

■『

パ

ス

カ

ル

』
､

岩
波

盲

店
､

昭

和
四

十

二

年
､

h
一

七

九

頁
｡

(

6
)

菅
原

清
太

｢

論
理

と

社

会
+

『

比

較
文

化

研

究
』

第
七

輯
､

属

京

大

単

数

毒
草
部
紀
要

､

一

九

六

六

年
度

､

.
三

一

七

頁
｡

(

7
)

同

右
､

三

三

五

頁
､

三

四

五

頁
｡

(

8
)

F
･

ポ

ル

ケ

ナ

ウ
､

前

端
書

､

六

四

九

頁
｡

(

9
)

同

右
､

六
五

一

頁
｡

(

1 0
)

菅
原

清
太

､

前
掲

論
文

､

三

四
五

頁
｡

(

一

橋

大
学

専
任

講
師
)
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