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ル

フ

エ

ー

ゲ
ル

の

『

パ

ス

カ

ル

折

究
』

に
つ

い

て

.

!
H
e

ロ

ユ

F
e

訂
♂

∃
e

-

竹

芝
○

阜
t

O

ヨ
e

H
-

吋
p

ユ
∽

-

岩
¢

t

O

m
e

H

H
-

吋
p

ユ
∽

-

況
中

岡

蕗

記

戦
後
に

お

け
る

パ

ス

カ

ル

研
究
の

一

動
向
を

俸
え
る

も
の

と

し

て
､

ル

フ
ェ

ー

ブ
ル

の

｢
ハ

ス

カ

ル

研
究
+

の

あ

る
こ

と

ほ
､

す
で

に

指
摘
の

あ

. 即
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(

証
)

っ

た

と
こ

ろ
で

あ

る
｡

最
近
そ
の

下

奄
が

刊
行
さ

れ
､

よ

う
や

く
そ

の

社

食
史
的
パ

ス

カ

ル

研
究
の

全

貌
を

窺
う
こ

と
が

で

き
る

よ

う
に

な
っ

た
｡

以

下
､

そ

の

研
究
の

方

法
と

成
果
と

を

吟
味
し
､

思
想
史
と

い

う
も
の

の

ぁ

り

方
に

つ

い

て

も
い

く

ら
か

考
え

て

み

た
い

と

思
う

｡

(

註
)

野

田

又

夫

｢

史

的

唯

物

論
か

ら

み

た

哲

草
史
+

～
ル

フ

ェ

ー

ブ
ル

著

｢

デ
カ

ル

ト
+

｢

パ

ス

カ

ル

+

に

因
ん

で

ー
一

九
五

三

年

(

河

出
新

書

｢

自

由

思

想
の

歴

史
+

所

収
)

盲

ず

内
容
を

項
目
的
に

あ

げ
て

み

る

と
､

一

層
は

(

一

)

パ

ス

カ

ル

の

時
代
の

状
勢
と

､

(

二
)

パ

ス

カ

ル

個
人
の

経
歴
と

､

(

三
)

そ

の

科
学
者

と

し
て

の

業
績
と

を

論
じ
た

三

部
よ

り

な

り
､

二

審
の

方

は

(

一

)

序

論
､

す
な

わ

ち
こ

の

研
究
に

寄
せ

ら
れ

た

諸
批
判
と

そ

れ
に

封
す
る

反
批

判
と

､

(

二
)

プ
ロ

プ
ア

ン

シ

ャ

ル

､

及
び
(

三
)

パ

ン

セ

の

分
析

､

そ

し

て

(

四
)

結
び

と

評
償

､

と
い

っ

た
パ

ス

カ

ル

哲
撃
の

正

面
き
っ

て

の

論

評
と

な
っ

て

い

る
｡

ル

フ

ェ

ー

ブ

ル

は
マ

ル

キ
シ

ズ
ム

に

つ

い

て
､

そ

れ

を
一

定
の

ド

グ
マ

や

公
式
と

し
て

固
定
せ

ず
に

､

そ

の

方
法
と

世
界
観
と

を

生

き

た

も
の

と

し
て

､

仝

艶
的
に

と

ら
え

よ

う
と

し

て

い

る

が
､

近
代

思
想
の

亘
人
た
る
パ

ス

カ

ル

に

つ

い

て

も
､

彼
と

と

も
に

そ
の

時
代
に

生

き
る

こ

と

に

よ
っ

て
､

嘗
て

彼
の

問
題
で

あ
っ

た

と

同
時
に

､

現
在
ル

フ

ェ

ー

ブ

ル

の

(

し

た

が
っ

て

わ

れ

わ

れ
の
)

問
題
で

も

あ
る

も

の

の

解
決

を

求
め

よ

う
と

し
て

い

る
｡

そ
の

｢

思
想
の

祀
合
史
+

研
究
の

意
義
も

､

こ

の

退
に

あ
る

よ

う
だ

｡

今
ま
で

の

哲
学
史
に

は
､

あ

ま

り

媒
酌

客
観
的
規
準
と
い

う
べ

き

も
の

が

放
け
て

い

た

と
ル

フ
ェ

ー

ブ
ル

は
い

う
｡

｢

い

っ

そ

う
完
全
に

客

観

的

に

な

る

と

考
え

れ

ば
､

そ
の

仕
事
が

ま

す
ま

す
主
観
的
に

な

る

こ

と

に

は

束
づ

か

な
い
+

の

で

あ

る
｡

そ
こ

で
､

よ

り

客
観
的
な

歴
史
の

一

面
と

し

朋

て

哲
畢
史
を

考
え

直
す
に

は
､

そ

れ

を

文
化
や

思
想

､

認
識
の

一

般
史
の

一

章
と

し

て
､

社

食
史
の

基
礎
の

上
に

戻
さ

れ

ね

ば

な

ら

な
い

｡

同
時
に

そ
の

こ

と

は
､

過
去
の

哲
学
を

評
僻
し

批
判
す
る

た

め
の

條
件
を

も

わ
れ

わ

れ
に

輿
え
て

く
れ

る
｡

(

註
)

c

=
訂
ロ

ユ

｢
e
f

2

ぎ
岩
)

ロ
2

告
P

ユ
e

∽
】

評
ユ
伍

-

葺
こ
皇

軍

a
亡
O

t

-

O

n

ル

フ
ェ

ー

ブ
ル

に

よ

れ

ば
､

哲
学
は

神
草
的
宇
宙
創
成
説
と

解
語
法
的

唯
物
論
と
の

中
間
に

位
置
す
る

も
の

で

あ
っ

て
､

神
話
や

宇
宙
創
成
説
が

そ
の

よ
っ

て

立
つ

杜
合
構
造
と

し
て

原
始
共
同

鰭
と

村
落
共
同
髄
(

奴
隷

制
､

封
建
制

､

農
奴
制
)

を

持
つ

の

に

封
し

て
､

哲
学
は
ブ

ル

ジ

ョ

ア

ジ

ー

の

イ

デ

オ

ロ

ギ

ー

と

し

て

そ
の

社
食
の

矛
盾
を

反
映
し

て

い

る
｡

す
な

ゎ

ち
､

ブ
ル

ジ

ョ

ア

ジ

ー

の

箸
餞
的
唯
物
論
(

物
質
主
義

､

罷
済
的
関
心

､

技
術
の

重

税
)

と

理

論
的
観
念
論

(

理

想
主
義

､

抽
象
的
思

桝
)

と
の

矛
盾

が
､

哲
学
に

お

い

て

科
畢
的
認
識
と

形
而
上

学
的
思
耕
と
の

矛
盾
と

し
て

現
れ
る

の

で

あ

る
｡

し

た

が

っ

て
､

｢

あ

ら

ゆ
る

哲
学
は

矛
盾
で

あ

り
､

+

｢

矛
盾
が

解
消
さ

る
べ

き

で

あ

る

限
り

､

哲
学
も

ま

た

解
滑
さ

る

べ

き

も

の

と

な

る
｡

+

彼
は

､

哲
学
を

思
想
の

軒
讃
法
的
蓉
展
の

一

段
階
と

解
し
､

究
極
的
な

世
界
観
で

あ
る

群
讃
法
的
唯
物
論
に

止

揚
さ

れ
る

べ

き

も
の

と

考
え

て

い

る
｡

か

く
て

思
想
の

蓉
展
段
腰
の

理

論
に

よ
っ

て
､

思
想
の

し

た

が
っ

て

哲
学
の

慣
値
批
判
の

基
準
が

輿
え

ら

れ
る

し
､

ま

た

同
時
に

､

そ
の

理

論
が

社
食
そ
の

も
の

の

凄

展
段
階
の

理

論
を

も
と

に

し

て

考
え

ら

れ

る

限
り

､

批
判
の

基
準
は

社
食
的
客
観
的
な

の

で

あ

る
｡

耕
讃
法
吋
唯

物
論
は

､

思
想
を

歴
史
の

動
き

の

う
ち
に

戻
す
こ

と
に

よ
っ

て

｢

諸
科
学
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の

綜
合
+

を

成

就
し

､

思
想
の

社
台
的
批
判
に

到
達
し

､

最
後
に

合
理

的

で

整
合
的
な
ヒ

ュ

ー

マ

ニ

ズ

ム

を

仕
上

げ
る

｡

と

い

う
の

は
､

群

語
法
的

唯
物
論
こ

そ
こ

れ

ま
で

の

哲
学
が

思
析
に

よ
っ

て

解
決
で

き

な

か
っ

た

矛

盾
を

､

社

食
的

賓
践
に

よ
っ

て

解
こ

う
と

す
る

全
人

類
的
な

普
遍
的
世
界

観
､

唯
一

眞
正

な

科
学
的
哲
学
で

あ

る

か

ら

で

あ

る
｡

以

上

の

よ

う

な

｢

方
法
的
仮
説
+

を

携
え
て

パ

ス

カ

ル

に

臨
む

時
､

ど

ん

な

結
果
が

得
ら

れ

る

の

で

あ

ろ

う
か

｡

ル

フ
ェ

ー

ブ
ル

の

分
析
は

､

ま

ず
､

常
時
の

社
食
饅
制

､

そ

れ
の

十
七

世

紀
の

経
過
に

お

け
る

動
静
を

見
､

さ

ら
に
ジ

ャ

ン

セ

ニ

ス

ム

の

意
義
を

も

明
ら

か

に

し

よ

う
と

す
る

｡

社
食
経
済
的
に

は

｢

す
で

に

早
く

十
六

世
紀
の

頃
か

ら
､

ブ

ル

ジ

ョ

ア

ジ

ー

支
配
の

特
徴
的
杜
合
諸
関
係

-
交
易
の

た

め

の

生

産
､

貨

幣

経

済
､

自
由
競
争

､

資
本
蓄
積
な

ど

と
い

っ

た

も
の

ー
が

封
建
的
諸
関
係

を

打
破
り

始
め
て

い

た
+

(

一

巻
一

一

頁
)

が
､

政
治
的
に

未

熟
な

彼
ら
ブ

ル

ジ

ョ

ア

ジ

ー

は
､

自
己
の

目
的
を

は
っ

き

り

と

自

覚
し

表
明
す
る

ま
で

に

至
ら

ず
､

た
ゞ

宗
教
戦
争
と

い

う

-
つ

ま

り

孤
立
し

た

個
人

的
意
識

の

穿
さ

く

と
い

う

ー
も

の

に

堕
落
し

て

い

く
の

で

あ
る

｡

ル

フ

ェ

ー

ブ

ル

に

よ

れ

ば
､

十
七

世
紀
と

は

｢

階
段
と

階

段
と

を
つ

な

ぐ

踊
り

場
の

よ

う
な

､

つ

ま

り
は

一

時
的
な

均
衡
と

停

滞
の

時
期
を

意
味

し

て

い

る
｡

+

(

一

巻
■
二
二

頁
)

君
主
国
家
の

成
立
を

可
能
な

ら

し

め

た
の

も
､

こ

の

よ

う
な
ブ

ル

ジ

ョ

ア

ジ

ー

と

封
建
餞
別
と
の

間
の

乱
轢
の

一

時
的
弛
緩
で

あ

っ

た
じ

昔
時
の

招
封
王

制
と

は
､

貴
族
と

市
民
と
の

権
力
の

張
合
っ

て

い

る

場
の

統
一

で

あ
っ

た

の

で

あ

る
｡

俸
統
的
な

｢

軍
人
貴
族
+

が

宮
廷
人

に

化
し
て

行
く
の

と

平
行
し

て
､

上

層
市
民
は

買
官
に

よ
っ

て

下

級
貴
族

の

地

位
を

得
､

常
時
の

官
僚
組
織
の

中
核
と

な
る

｡

そ
こ

で

農
民
は

､

封

建
的
貴
族
の

支
配
の

下
に

あ
っ

た

時
よ

り

む

し

ろ

窺
い

歴
迫
を

う
け

る
｡

つ

ま

り

新
た

な

上

層
市
民
が

｢

土

地
の

買
い

占
め
+

〓

巷
二

一

頁
)

に

よ

っ

て

農
村
共
同
燈
を

解
燈
さ

せ

る

方
向
に

働
く

か

ら
で

あ
る

｡

嘗
時

､

し

ば

し

ば

起
っ

た

農
民
の

暴
動

･

飯
乱
が

端
的
に

そ

れ

を

物
語

っ

て

い

る
｡

と
こ

ろ
で

､

上

層
市
民

す
な

わ

ち

主
と

し

て

法
服

貴
族
の

中
に

も
､

冠

封
王

制
に

反
抗
す
る

一

群
が

あ
っ

た
｡

そ

れ

ら

不

平
黒
の

揺
る

と

こ

ろ

は

高
等
法

院
(

せ
p

ユ
e

日
2

已
)

で

あ

り
､

十
七

世
紀
中
頃
に

は
､

政
治
革
命

へ

の

動
き
を

見
せ

る
｡

そ

れ

が

有
名
な

｢

フ

ロ

ン

ド

の

乱
+

で

あ
っ

た
｡

ル

フ

ェ

ー

ダ

ル

は

こ

の

乱
を

も
､つ

て
､

挫

折
し
た

市

民

革

命
と

し

て

い

る
｡

｢

フ

ロ

ン

ド

某
+

の

名
を

も
っ

て

呼
ば

れ
る

群
衆
は

､

｢

民
衆
の

一

部

を

道
連
れ
に

し
た

､

不

平
な

都
市
ブ

ル

ジ

ョ

ア

ジ

ー

か

ら

出
て

い

た
+

(

一

撃
一

四

頁
)

と

見
る

｡

そ

し

て

こ

の

乱
が
+

こ

の

よ

う
な

高
等
迭
院
汲
の

市
民
に

よ
っ

て

ぴ

き

お
こ

さ

れ

た

に

も

か
ゝ

わ

ら

ず
､

た

ち
ま

ち
に

不

平

貴
族
の

陰
謀
に

過
ぎ
ぬ

も

の

に

落
ち

た
の

も
､

農
民
の

協
力
を

得
る

こ

と

が

で

き

な
か

っ

た

か

ら
で

､

挫
折
の

結
果
で

あ
っ

た

と

述
べ

る
｡

フ

ロ

ン

ド
の

乱
後

､

反
宮
廷
運

動
や

､

政

治
的
不

安
､

深
刻
な

不

満
は

も

は

や

正

面
き
っ

て

世
間
に

現
れ

る
こ

と

が

で

き

な

く
な
っ

た
｡

｢

高
い

官

職
な

ど

に

つ

い

て
､

閥
家
機
構
の

中
に

組
入

れ

ら

れ

た

り

す
る

こ

と

を

望
ま

ず
､

望
ん

だ

と

こ

ろ

で

で

き

も

し

な

か
っ

た

上

層
中
産
階
級
(

す
な

わ

ち

ブ
ル

ジ

ョ

ア

ジ

ー

と

法
服
貴
族
)

は
､

彼
ら
の

反
感
や

幻
滅
を

表
現
す
る

た

め

に
､

過
ぎ

去
っ

た

昔
の

､

し

か

し

な

お

未
だ

彼
ら
が

完
全
に

は

棄
て

1

は

お

ら
な

い

形
態
を

再
び

と

る

よ

う
に

な
っ

た
｡

+

(

一

巻
二

五

頁
)

そ

し

て

｢

こ

の

よ

う
な

不

満
の

観
念
的
形
態
が

､

す
な
わ

ち
ジ

ャ

ン

セ

ニ

ス

ム

で

舶



▼ノrで･j‾､■
｢ lヽ詩■7■､ ;/

一

橋論叢 第 四十
一

名 第 一 貌 ( 9 0)

1 1 Y■巧′つ(L･'

あ
っ

た
+

(

一

巻
二

六

頁
)

の

で

あ
る

｡

ル

フ

ェ

ー

ブ

ル

は
､

ジ

ャ

ン

セ

ニ

ス

ム

と
い

う
紳
畢
的
理

論
を

｢

一

つ

の

政
治
的
抵
抗
の

置
換
さ

れ

た

表
現
+

(

一

巻
一

二

四

頁
)

と

見
な

し
､

さ

ら

に

敦
合
の

み

な

ら

ず

国
家
に

お

け
る
一

つ

の

禁
漁
で

も

あ
っ

た

と

す
る

｡

ジ
ャ

ン

セ

ニ

ス

ム

の

理

論
が

そ
の

歴
史
的
條
件
と

し

て

持
っ

て

い

た

も
の

は

｢

族
長
制
的
な

農
村
共
同

僅
(

C
O

ヨ

2
仁

ロ
m

巨
t

か

)

で

あ

り
､

そ
の

風
土

に

起
源
を

持
つ

信
仰
で

あ

り
､

主
張
で

あ

り
､

神
話
で

あ
っ

た
｡

+

(

一

奄

四

四

頁
)

こ

の

よ

う
な

神
話
の

復
活
が

､

そ
の

母

胎
た

る

共
同
餞
の

崩
壊

と

時
期
を

同
じ

く
し

て

い

る

こ

と
に

ル

㌢

エ

ー

ゲ
ル

は

注
目
す
る

｡

彼
に

言
わ

せ
る

な

ら
ば

､

こ

の

現
象
は

､

今
ま
で

堅
固
に

組
織
さ

れ

て

い

た

時

代
の

共
同
餞
で

は

｢

は
っ

き

り

し
た

形
象
も

､

概
念
も

､

持
ち

得
ず
に

生

き

視
け

て

き

た

昔
な

が

ら
の

諸
債
値
+

が
､

母

胎
の

崩
壊
と
い

う
反
動
の

前
に

｢

よ

り

明
確
な

概
念
と

し
て

自
己
を

形
象
化
し

､

定
式

化
し

て

き

た
+

(

一

巻
四

四

頁
)

こ

と

に

あ
る

｡

こ

の

立
場
か

ら

見
れ

ば
､

ジ

ャ

ン

セ

ニ

ス

ム

の

思
想
と

▼
は

｢

資
本
主
義
の

出
費
に

､

個
人

主
義
の

誕
生

に
､

ブ

ル

ジ
ョ

ア

ジ

ー

の

誕
生

に

と

も

な
っ

て

現
れ

る
+

こ

と

に

な

ろ

う
｡

｢

悪
と

恩
寵
の

問
題

.

救
塞
濠
定
の

問
題
は

､

一

つ

の

現

賓
の

問
題
の

ー
す
な

わ

ち

個
人
の

問
題
の

一
蹴
念
的
形
態
で

あ
っ

た
｡

つ

ま

り

近

代
的
な

意
味
に

お

け

る

｢

個
人
+

な
る

も

の

が
､

常
時
の

社
食
的
現

賓
の

中
に

お

い

て
､

既
に

事
資
の

問
題
と

し
て

現
れ

て

い

た

｢

個
性
+

(

-

ロ

d

r

5 .

d

仁

巴
山

岳
)

と
い

う
性
質
を

そ

な

え

て

登
場
し
っ

1

あ
っ

た

の

で

あ

る
｡

け
れ

ど

む
そ

れ

は

原

則
と

し

て
､

共
同
慣
の

崩
壊
と

い

う
､

こ

の

｢

個

人
+

が

同
時
に

そ
の

原

因
で

も

あ
れ

ば

そ

の

結
果
で

も

あ
っ

た

過
程
を

通

し
て

で

あ
っ

た
｡

L

(

二
苛

四
五

頁
)

か

く
て
パ

ス

カ

ル

へ

の

接
近
の

祓
鮎
は

定
ま

る
｡

高
級

官

吏
の

家

柄

甜

に
､

金

利
生

活

者
た
る

ブ

ル

ジ

ョ

ア

の

家
柄
に

生
れ

た
パ

ス

カ

ル

は

ま
さ

に

｢

そ
の

屈
し

て

い

た

社
食
屠
の

立
場
を

代
粁
す
る
+

も
の

で

あ
っ

た

し
､

ま

た
､

迷
え
る

ブ

ル

ジ

ョ

ア

ジ

ー

の

矛
盾
と

苦
悩
の

反
映
で

も

あ
っ

た
｡

以
上

､

上

寒
が

も
っ

ぱ

ら
パ

ス

カ

ル

と

い

う
思
想

家
の

外

側
か

ら
の

分

析
と

す
れ

ば
､

次
に

述
べ

る

下
巻
は

､

そ
の

息

憩
の

い

わ

ゆ
る

内
か

ら

す

る

分
析
で

あ
る

｡

こ

の

鮎
ル

フ

ェ

ー

ブ
ル

の

社
食
史
的
方
法
論
ほ

､

や
1

統
一

を

妖
い

て

い

る
｡

し
か

し

彼
自
身
こ

の

こ

と

は

認
め
て

い

る

の

で

あ

っ

て
､

思
想
と
い

う
も
の

が

決

し

て

敢
合
経
済
的
硯
鮎
か

ら

汲
み

つ

く
さ

れ

る

も
の

で

は

な

く
､

そ
こ

に

は

限
界
が

あ

る

こ

と

を

述
べ

て

い

る
｡

｢

個
人
の

経
験

､

個
人
の

良
心

は

諸
階

層
(

3

g
F
e
∽

)

の

累
積
と

し
て

き

め

ら

れ
る

こ

と

は

で

き

な
い
+

(

二

巷

｢

序

論
+

)

社
食
的
歴
史
的
諸
関
係

よ

り

個
性
の

中
心
へ

､

そ

し

て

次
に

は

そ
の

逆
を

｡

こ

の

よ

う
に

彼
は

､

主

観
的
方
法
と

客
観
的
方
法
と
の

雨

着
の

交
互

的
使
用
を

主
張
す
る
の

で

あ

る
｡

こ

の

方
法
論
的
論
議
に

含
ま

れ

て

い

る

意
義
の

重
要
性
に

つ

い

て

は
､

あ

ら

た

め
て

言
う
ま

で

も

あ

る

ま
い

｡

こ

の

鮎
に

つ

い

て

の

検
討
は

最
後
に

ま
わ

し
､

以

下
二

名
の

内
容
に

入

り
た

い
｡

今
ま
で

宗
教
的
イ

デ

オ
ロ

ギ

ー

の

諸
関
係
の

中
に

埋
れ

て

い

た

世
俗
的

生

は
､

十
七

世
紀
に

入
る

と

ブ
ル

ジ

ョ

ア

ジ

ー

の

上

昇
に

と

も

な
っ

て
､

神
学
的

､

形
而
上

学
的
規
範
か

ら

自

由
な

新
し
い

慣

値
を

創

造
し

始
め

る
｡

そ

こ

で

世
俗
的
生

が

宗
教
外
に

現
れ
る

結
果

､

人
々

は

あ

ら

た

め
て

宗
教
と

生
と

の

関
係
を

ば

問
う
こ

と
に

な
る

｡

プ
ロ

ヴ
ァ

ン

シ

ャ

ル

論
争

の

生
れ

る

社
食
的
背
景
と

は
､

こ

の

よ

う
な

も
の

だ
っ

た
の

で

あ

る
｡

ル

フ

ェ

ー

ダ

ル

の

｢

プ
ロ

グ
ァ

ン

シ

ャ

ル

+

に

封
す
る

許
償
は

､

｢

パ

ン

セ

+
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に

比

し
て

や
1

低
い

｡

す
な

わ

ち
､

そ

れ

は

｢

パ

ン

セ
+

の

序
論
と

し

て

考
え

ら
れ

て

お

り
､

そ

れ

濁
白
の

償
億
を

持
つ

も
の

と

し
て

研
究
さ

れ

て

お

ら

な
い

の

で

あ

る
｡

パ

ス

カ

ル

は
､

わ
れ

わ

れ

の

書
き

行
為
を

あ
･
る

場

ヽ

ヽ

合
に

は

紳
に

､

あ

る

場
合
に

は

わ
れ

わ
れ

に

廃
さ

せ

る

矛
盾
を

調

和
さ

せ

よ

う
と

努
力
す
る

が
､

そ
の

時
､

論
理
で

は

な

く

て

説

得
の

術
を

使
用
す

る
｡

ル

フ
ェ

ー

ブ
ル

に

と
っ

て

こ

れ

は
､

合
理

主
義
の

退

歩
を

意
味
す
る

ヽ

ヽ

よ

う
に

思
え

た
｡

そ

れ

は

方
法
で

は

な

く
て

､

技
巧
で

あ

る
｡

｢

そ

れ

は

理

論
と

形
而
上

学
に

文
畢
を

導
入

す
る

こ

と
+

(

二

審

六

八

頁
)

で

あ
っ

た
｡

絶
じ
て

､

ル

フ

ェ

ー

ブ
ル

が
パ

ス

カ

ル

の

業
績
に

加
え

る

評
償
は

著
し

く

低
い

の

で

あ
る

｡

そ

し
て

そ

れ

は

必

ず
し

も
パ

ス

カ

ル

に

限
ら

ず
､

古

典
主

義
の

文
尊
者

､

思
想
家
仝
餞
に

封
す
る

評
慣
と
つ

な
が

っ

て

い

る
｡

ル

フ

ェ

ー

ブ
ル

は

十
七

世
紀
フ

ラ

ン

ス

を

｢

フ

ロ

ン

ド

の

乱
+

を

境
に

前

後
二

期
に

分
ち

､

前
牛
を

活
力
に

満
ち

た

上

昇
期
と

見
､

後
半
す
な
わ

ち

い

わ

ゆ
る

古
典
主
義
の

時
代
は

､

一

般
文
萄

史
家
の

讃
え
る

よ

う
な

債
値

を

持
つ

と

考
え
な

い
｡

パ

ス

カ

ル

に

つ

い

て

も
､

そ

の

科
学
的
業
績
の

見

る
べ

き

も
の

は
､

や

は

り

｢

フ

ロ

ン

ド
+

以

前
の

時
期
に

で

き

て

い

る

と

も
い

う
｡

パ

ス

カ

ル

の

自
然
科
学
的
諸

研
究
を

通
じ
て

見

ら

れ

る

思

想
の

特
色

は
､

こ

れ

ら
の

研
究
に

よ
っ

て

達
せ

ら
れ

た
､

無
限
に

豊
か

な

内

容
を
ふ

く

む

客
観
的
資
在
と

し

て

の

自

然
の

概
念

､

及
び

そ

れ

に

印
し

て

の

科
学

的
認
識
の

無
限
な

進
歩
の

観

念
が

､

最
後
に

ほ

す
て

ら

れ

る

と
い

う
こ

と

で

あ

る
｡

パ

ス

カ

ル

の

思
想
の

新
し

さ

と

は

何
か

｡

そ

れ

は

有

限
を

無

限
の

下

で
､

彼
濁
特
の

方
法
で

打
凛
す
こ

と
に

あ

る
｡

わ

れ

ら
の

肉
億
は

無
限
大

に

向
っ

て

は
一

瓢
に

す
ぎ

ぬ

が
､

無
限
小
に

向
っ

て

は
一

つ

の

世
界
で

あ

る
｡

わ

れ

ら
は

｢

無
限
に

此

す
れ

ば
一

つ

の

無
､

無
に

此
す
れ

ば
一

つ

の

仝
倍

､

無
と

全
餞
と

の

中
間
者
+

な
の

で

あ
る

が
､

パ

ス

カ

ル

の

魂
は
こ

こ

に

安
住

レ
よ

う
と

し

な
い

｡

無
限
の

前
に

お

け
る

有
限
の

虚
無
性
の

み

が

強
調
さ

れ

る
｡

そ

の

無
限
概
念
は

本
来
は

自
然
学
的

､

数
畢
的
内
容
を

持
っ

た

量
的
(

β

仁

平
ロ
t
-

t

p
t
-

巾
)

概
念
で

あ

る

が
､

一

度
パ

ス

カ

ル

の

手
に

か
1

る

と

質
的
(

モ
ー

已
-

t

巴
-

巾
)

評
煩
が

加
え

ら

れ

て

し

ま

う
｡

す
な

わ

ち
､

そ
の

科
挙
的
業
績
の

中
で

か

ち

得
た

無
限
を

ば
､

｢

神
学
的
な

方
法
で

解
繹
+

(

二

番
一

一

九

頁
)

し

ょ

う
と

す
る

｡

パ

ス

カ

ル

の

思
想
に

は
､

二

つ

の

世
界
概
念

-
中
世
的

､

宗
教
的

､

形
而
上

学
的
な

そ

れ

と
､

白
然

学
的

､

近
代
的
な

そ

れ

-
が

封
立

し
て

い

る
｡

さ

ら

に

こ

の

無
限
の

問
題
が

秩
序
の

観
念
に

結
び
つ

く
と

き
､

そ
の

神

学
的
性
格
は
い

よ
い

よ

明

旺
と

な
る

｡

肉
鰹
と

地
上

の

生
は

精
神
の

前
で

は

無
と

な

り
､

精
神

､

理

性
も

紳
の

虞
理
の

前
で

は

虚

無
と

な
る

｡

か

く

て

始
め

､

無
限
な

､

統
一

し
た

害
倍
と

し

て

お

か

れ

た

自
然
は

､

二

つ

の

無
限
の

間
に

引
裂
か

れ
､

次
い

で

異
な
っ

た

秩
序
に

お

か

れ
る

こ

と
に

な

る
｡

彼
の

論
理
で

は
､

よ

り
一

層
高
い

秩
序
の

前
で

は

下
位
の

各
秩
序
は

無
で

あ

る
｡

結
局
パ

ス

カ

ル

は
､

科
聾
者
と

し

て

デ

カ

ル

ト
の

立
場
を

あ

る

意
味
で

さ

ら
に

徹
底
し

な
が

ら
､

形
而
上

畢
的
に

は

か
の

｢

三

つ

の

秩

序
+

の

説
が

示
す
よ

う
に

､

中
世

的
な

E
町
a

3
E
e

を

あ

ら
わ

し
て

い

る

の

で

あ

る
｡

こ

の

よ

う
な

混
同

､

矛
盾

､

そ

し

て

樽
換
は

､

パ

ス

カ

ル

の

中
で

悲
劇

的
に

封
立
し
て

い

る

信
仰
と

認
識
と
の

解
決
不

能
の

争
い

を
､

そ

の

ま
1

洩
影
し
て

い

る
｡

パ

ス

カ

ル

ほ
､

キ

リ
ス

ト

教
を

完
全
に

再
検
討
し

与
っ

以



一

橋論叢 第 四十
一

巻 第 一 我 ( 9 2 )

と

し

て

い

た
｡

す
な
わ

ち

｢

パ

ス

カ

ル

の

キ

リ
ス

ト

教
+

(

二

巷
八

七

頁
)

で

あ
っ

た
｡

新
し
い

事
茸

-
理

性
､

科
畢

､

科
学
上
の

蔑
見

-
を

含

め
て

統
一

あ
る

キ

リ
ス

ト

教
的
世
界
概
念
を

再

構
成
し

ょ

う
と

す
る

｡

し

か

し

そ
れ

は

｢

パ

ン

セ

+

の

断
片
に

見
る

よ

う
に

｢

一

つ

の

ラ

プ

ソ

デ
ィ

ー

に

終
っ

て

い

る
｡

+

(

二

名

八

七

頁
)

わ

れ

わ

れ

は

常
に

休
息

-
す
な

わ

ち

最
高
善

-
を

求
め

よ

う
と

し

な
が

ら
､

そ

れ

に

到
達
す
る
こ

と
が

で

き

な
い

｡

∴
ハ

ス

カ

ル

の

措
く
人

間

と

は
､

そ

の

よ

う
な

､

自
己
の

眞
の

状
態
を

考
え
よ

う
と

も

せ

ず
､

菊
ば

ら

し

の

中
に

あ
っ

て

た
ゞ

悲
惨
な

生

活
を

法
っ

て

い

る

人
々

の

姿
で

あ

る
｡

こ

の

よ

う
な

人

間

観
に

封
し
て

常
然

､

ル

フ
ェ

ー

ダ
ル

は

立
向
っ

て

行
く

｡

｢

パ

ス

カ

ル

は

何
故

､

わ

れ

わ

れ

人

間
の

行
動
的
な

こ

と

を

認
め

よ

う
と

し

な
い

の

か
｡

行
動
こ

そ
､

休
息
と

束
ば

ら

し
の

矛
盾
を

解

決
し

て

く
れ

る
の

だ
+

(

二

省
一

三

七

頁
)

と
｡

ル

フ
ェ

ー

ブ
ル

に

よ

れ

ば
､

賓

践
的
行
動
と

は
､

招

封
の

休
息
も

完
全
な

慰
め

も

含
ん

で

は
い

な
い

｡

眞

の

粁
忍
法
的
思
考
に

て

ら

し
て

み
れ

ば
､

パ

ス

カ

ル

の

自
我
(

ヨ
○
-

)

の

分

析
は

似
非

群
語
法
で

あ
っ

た
｡

す
な

わ

ち
､

白
己

の

良
心
(

0

0

日

岩
訂
β
q
e

)

の

中
に

感
じ

と

ら

れ
る

不

幸
を

包
み

隠
そ

う
と

し

て
､

群
讃
法
と
い

う
手

段
が

と

ら

れ

た
の

で

あ
る

｡

不

幸
の

念
は

､

良
心

が

そ
の

反
映
す
る

社
食

の

嶺
展
段
階
に

立

後
れ
て

い

る

と
こ

ろ

に

生
れ

る

の

だ
､

と

彼
は

語
る

｡

パ

ス

カ

ル

に

は

全
く

調
停
と
い

う
べ

き

も
の

が

無
く

､

一

つ

の

言

葉
の

上

で

の

｢

紳
と

世
界
と
の

問
の

神
学
的
調
停
者

-
キ

リ
ス

ト

ー
+

が

あ

る

だ

け
で

あ

る
｡

｢

こ

の

矛
盾
は

永
遠
の

流
産
で

あ

り

希
望
で

は

な

か

っ

た
+

(

二

名
一

四

二

頁
)

と

い

う
言
は

､

パ

ス

カ

ル

の

デ

ィ

レ

ン

マ

を

適

確
に

あ

ら

わ

し
て

い

る
｡

パ

ス

カ

ル

の

紳
､

そ

れ

は

｢

隠
れ

た

紳
+

で

あ
っ

た
｡

完
全
な

る

自
己

舶

犠
牲
と

自
己
恰
悪
の

中
に

あ
っ

て
､

パ

ス

カ

ル

は

唯
一

人
､

人
間
で

あ

り

紳
で

あ
る

キ

リ
ス

ト

(

呂
○

当
T

5.J
占
ロ
t
)

に

向
ケ
の

で

あ

る
｡

パ

ス

カ

ル

の

濁
創
性

､

そ

れ

は

個
人

を

不

安
そ
の

も

の

と

見
な

し

て

い

る
こ

と
に

あ

る

と
､

ル

フ
ェ

ー

ダ
ル

は

述
べ

て

い

る
｡

そ

の

ぺ

シ

､
､

､

ズ

ム

は
､

ま
さ

に

そ

の

属
す

階
級
の

思
想
的
限
界
を

反
映
し

て

い

る

も
の

で

あ
っ

て
､

パ

ン

セ

が

未
完
成
に

終
っ

た
こ

と

の

原
因
も

そ
こ

に

あ
っ

た
の

で

あ
る

｡

信
仰

と
い

う

行
為
は

､

理

性
に

よ
っ

て

維
持
さ

れ

た

も
の

で

は

な

く
､

非
合
理

的
行
為
と

し
て

考
>

ん

ら
れ

て

い

る
｡

パ

ス

カ

ル

の

購
の

論
理

も
こ

ゝ

に

そ

の

意
味
を

見
出
す
の

で

あ

る
｡

過
去
の

哲
学
者
の

思
想
に

内
在
す
る

矛
盾
を

､

祀
合
の

場
に

客
観
化
し

て

と

ら

え
る

と

い

う
方
法
の

有
難
な
こ

と

は
､

よ

く

認
め

ら

れ
た

｡

特
に

パ

ス

カ

ル

の

お

か

れ

た

歴
史
的
社
食
的
状
況
の

分
析
は

優
れ

て

お

り
､

多

く
の

示

唆
に

富
ん
で

い

る
｡

だ

が
パ

ス

カ

ル

の

思
想
の

評
償
と

い

う
鮎
に

な

る

と
､

異
論
は

避
け
が

た

い
｡

ル

フ
ェ

ー

ブ
ル

は

十
七

世
紀
を

前
年
と

後

牛
と
に

わ

け
て

､

文
学
も

哲
学

且
剛

半
期
の

方
が

償
俺
が

高
い

と

見
て

い

る
｡

こ

の

観
鮎
は

､

マ

ル

ク

ス

の

十
七

世
紀
経
済
観

-
コ

ル

ベ

ー

ル

テ
ィ

ス

ム

の

評
債

1
に

操
っ

て

い

る

よ

う
だ

｡

｢

分
析
の

客
静

的
尺
度

は

生

産
力
の

履
展
で

あ

り
､

国
家
統

一

の

形
成
と

確
立
で

あ
る
+

(

二

名

三

二

頁
)

と

語
っ

て

い

る
｡

コ

ル

ベ

ー

ル

テ
ィ

ス

ム

は
､

そ
の

よ

う
な

市
場

の

形
成
と

資
本
の

蓄
積
に

貢
献
し

た

と

考
え

ら

れ
て

い

る
｡

だ

が

こ

の

よ

う
な

社
食
経
済
的
評
煩
が

そ
の

ま
ゝ

､

思
想
の

領
域
に

ま
で

横
大
で

き

る

で

あ

ろ

う
か

｡

例
え

ば
ジ

ャ

ン

セ

ニ

ス

ム

の

進
歩
性
に

つ

い

て

も
､

そ
の

絶
封
王

制
へ

の

プ
ロ

テ
ス

ト

を

如

何
に

考
え
る
べ

き
か

｡

そ

れ

と

も

絶
封
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王

制
自
燈
の

性
格
が

十
七

世
紀
前
半
と

後
半
と
で

､

明

確
に

囁
別
さ

れ

る

と
で
J

皇
苧
フ

の

だ

ろ

う
か

｡

一

倍
｢

思

想
の

社

食
史
+

と

言
う
時

､

祀
合

と

は

何
を

､

ど
こ

ま
で

､

封
象
と

す
る

の

だ

ろ

う
か

｡

ル

フ
ェ

ー

ブ
ル

は

自
己

の

方
法
を

､

｢

内
か

ら
の

主
観
的
方
法
(

岩
b

す

畏
ま
∽

ヨ
e
)

+

と

｢

外
か

ら
の

客
観
的
方
法
(

O

g
e

け

t
-

5 .

払

m
e
)

+

の

軒
讃

法
的
統

一

で

あ
る

と

述
べ

て
､

i

n

d
i

5 .

d

亡

巴
-

∽

2
e

を

生
み

出
し

た

歴
史

的
､

政

令
的
傑
件
に

ま
で

迫
ろ

う
と

し

て

い

る
｡

個

性
と

社

食

-
だ

が

こ

の

問
題
は

そ

れ

ほ

ど

簡
明
で

は

な

い
｡

例
え

ば
ジ

ャ

ン

セ

ニ

ス

ム

を

生

み

出
し

た

母

胎
は

あ
る

程
度
分
析
し

得
て

も
､

そ

れ

を

も
っ

て

直
ち
に

､

(

註
)

パ

ス

カ

ル

の

思
想
の

中
味
を

説
明
す
る

こ

と

は

可
能
で

あ

ろ

う
か

｡

パ

ス

カ

ル

の

ジ

ャ

ン

セ

ニ

ス

ム
､

ア

ル

ノ

ー

の

ジ

ャ

ン

セ

ニ

ス

ム

は

あ

り

得
て

も
､

思
想
の

流
れ

と

し
て

の

ジ

ャ

ン

セ

ニ

ス

ム

は
､

果
し

て

賓
髄
と

し
て

客
観
的
に

存
在
す
る
の

だ

ろ

う
か

｡

(

註
)

c
巾

.

望
巴

芳

勺

監
昌

】
､

-

ゴ
O

m
ヨ
e

e

ニ
ー

持
仁

∃
e

､

竹
P

ユ
∽

こ
設
ひ

の

論
文
集
の

中
､

]

芦
-

ぎ
♂

g

C
O

的

n
e
t

の

｢
2

首
的
2

ヨ
e

n
t

n

訂

吋
○

ユ
･

河
O

y

巴

竺
-

→

勺
P
S

O

巴

は

こ

の

問
題
に

つ

い

て

色
々

の

示

唆
を

含
ん

で

い

る
｡

従
爽
｢

パ

ス

カ

ル

+

か

ら

見
た

｢

ボ

ー

ル

･

ロ

ワ

イ

ヤ

ル

+

が

多
か
っ

た
の

に

反

し
､

コ

ニ

ュ

は

｢

ポ

ー

ル

.
･

ロ

ワ

イ

ヤ

ル

+

の

見
た
パ

ス

カ

ル

観
を

展
開
し
て

｢

ポ

ー

ル

･

ロ

ワ

イ
ヤ

ル

+

と

｢

パ

ス

カ

ル

+

の

思

想

的

関
係

を

分

析
し

ょ

う
と

す

る
｡

パ

ス

カ

ル

が

そ

の

信
仰
を

他
力
の

信
仰
に

徹
底
し
て

お

こ

な
っ

た

時
､

そ

れ
は

畢
に

ス

ト

ア

主
義
の

個
人

的
道
徳
を

越
え
た

に

と
ゞ

ま

ら

ず
､

そ

こ

で

は

同
時
に

社
食
の

正

義
が

批
判
さ

れ
て

い

る

の

で

あ

る
｡

彼
は

自

然

巷
の

正

義
を

濁
賃
に

腰
し

合
せ

て

裁
判
し
､

凝
っ

て

鹿
瀬
を
レ

ア

リ
ス

}

の

眼
で

見
て

い

る
の

で

あ
る

｡

パ

ス

カ

ル

の

キ

リ
ス

ト

教
と

は

そ
の

よ

う

な

も
の

だ
っ

た
の

で

あ
る

｡

し
か

し
ル

フ
ェ

ー

ブ
ル

の

眼
に

は
､

こ

の

こ

と

が

映
ら

な
い

の

で

あ
る

｡

す
な
わ

ち
､

宗
教
(

神
学
)

は
､

封
建
社
食

と

運

命
を

と

も
に

す
る

と

考
え

る

彼
に

は
､

パ

ス

カ

ル

の

宗
教
の

近
代
的

意
義
が

見
え

な
い

の

で

あ
る

｡

｢

思
想
の

社

食
史
+

が

思
想
史
の

客
観
性
を

保
讃
す
る

と

と

も
に

､

｢

思

想
の

社
食
的
批
判
+

を

も

輿
え
る

と
い

う
こ

と

は
､

｢

思
想
の

社
食
史
+

が

単
な

る

科
学
で

な

く
､

一

つ

の

哲
学

､

世
界
観
で

あ

る

こ

と

を

示

し

て

い

る
｡

群
謹
法
的
唯
物
論
が

､

従
来
の

市
民

哲
学
を

葬
る

と

と

も
に

よ

く

生
か

す
と

い

う
主

張
は

､

こ

の

こ

と
を

明

瞭
に

物
語
る

も
の

だ
｡

ル

フ

ェ

ー

ブ
ル

に

お
い

て

は
､

過
去
の

市
民
の

哲
挙
が

全
て

､

一

つ

の

硯
野
の

中

に

と

ら
え

ら

れ

得
る

と

考
え

ら

れ
て

お

り
､

そ

の

視
野
と

は

｢

思
想
の

歩

み
+

-
歴
史

-
を
つ

1

む

｢

哲
学
+

-
世
界
観

-
で

あ
っ

た

よ

う
だ

｡

歴
史
と

哲
学
と

は
､

一

つ

は

｢

過
去
+

へ

他
は

｢

未
爽
+

へ

向
う

二

つ

の

視
野
に

誓
え

ら

れ

る
｡

し
か

し
そ

の

際
､

歴
史
が

自
己
の

誤
謬
を

完
全
に

解
滑
し

て

ゆ

く

過

程
で

あ

る

と

す
で

に

｢

現
在
+

に

お
い

て

明

か

に

見
ら
れ

て

い

る

祓
鮎
が

､

わ

れ

わ

れ
に

も

と
れ

る

だ

ろ

う
か

｡

｢

進

歩

の

観
念
+

を
一

方
で

と

り

な

狩
ら

､

他
方
で

､

人

間
が

ど
こ

ま

で

も

誤
ま

り

う
る

も
の

と

考
え

て

い

た
パ

ス

カ

ル

の

矛
盾
を

､

冶

れ

わ

れ

は

意
義
深

く
考
え
る

の

で

あ

る
｡

.
パ

ス

カ

ル

を
こ

の

よ

う
に

考
え

､

追

求
し

ょ

う
と

す
る

な

ら
ば

二

つ

の

逆
方
向
の

視
野
が

と

り

得
な

け

れ

ば

な

る

ま
い

｡

す

な
わ

ち
､

群
語
法
的
に

統
一

す
る

と
い

う
仕
方
で

な

く
､

そ
の

二

元
性
を

ま
さ

し

く

徹
底
す
る

と
い

う
意
味
に

お
い

て

で

あ

る
｡

(

一

橋
大

寧
大

草
院
畢
生
)

朗




