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ロ

シ

ア

の

哲
学
的
思
想
の

本
来
の

使
命
で

あ
る

よ

う
に

見
え
る

。

根
源
的

な
ロ

シ

ア

思
想
は

終
末
論
的
な
諸
問
題

に

向
か
い

、

黙
示
録
的

色
彩
を
帯

び
て

い

る
。

こ

こ

に

そ
の

西

欧
思

想
に

対
し

て

異
色

を
な

す
も
の

が

あ

り、

ま
た
こ

れ

こ

そ
ロ

シ

ア

思
想
に

な

に
よ

り
も

宗
教
的．
歴

史
哲
学
の

性

格
を

与
え
る
。

　

十
九

邑
紀
末
期
の

ロ

シ

ア

で

は

黙
示
録
的
な
精
神
状
態
が

発
達
し

た
。

そ
れ

は

世
界
の

終
末
と

反
キ

リ
ス

ト
の

出
現
と

い

う
よ

う
な

悲

観
論
の

色

彩
を

帯
び
た

意
識
と

結
び

つ

い

た
。

人
々

は

新
し

い

キ

リ

ス

ト

教
の

時
代

や
神
の

国
の

到
来
よ

り
も、

む
し
ろ

反
キ
リ
ス

ト

の

国
の

到
来
を

予
期
し

て

い

た
。

ベ

ル

ジ

ャ

ー

エ

フ

が
当
時
の

終
末
論
的
な

思
想
家
と

し
て

注
目

す
る

の

は
、

ド
ス

ト
エ

ー

フ

ス

キ

イ、

ト
ル

ス

ト

イ
、

ウ

ラ

ジ
ミ

ー

ル
・

ソ

ロ

ヴ
イ

ヨ

ー

フ
、

フ

ヨ

ー

ド
ロ

フ
、

へ

ー

ゲ
ル

左

派
の

ポ

ー

ラ

ン

ド
の

哲
学
者
チ
ュ

ジ
ェ

フ

ス

キ

ー

な
ど

で

あ
る

。

特
に

ド

ス

ト
エ

ー

フ

ス

キ
イ

は

ニ

ー

チ
ェ

や
キ・
ユ

ル

ケ
ゴ

ー
ル

と

並
ん
で
、

十
九

世
紀
に

お

け
る

悲
劇

の

啓
示
者
で

あ
る

。

彼
の

創
作
活
動
は
、

た

だ
究
極
の

も
の
、

終
末
を
め

ざ
す
も
の

だ

け
に

関
心
を
持
ち、

徹
頭
徹
尾

終
末
論
的
で

あ
り、

他
の

い

ず
れ

の

ロ

シ

ア

作
家
よ
り
も
予、
言

者
的
要
素
が
強
く
み
と

め

ら
れ
る

。

ラ

イ
ン

ホ

ー

ル

ド
・

二

ー
バ

ー

の

現
実
主

義

澤

　
井

　
治
　
郎

　

本
発

表
は
、

二

〇
世
紀
中
葉
の

ア

メ

リ

カ

に

お
い

て

活
躍
し、

現

代
の

最
も

有

名
な

神
学
者

、

あ
る

い

は

公

共
の

神
学

者

ε
⊆

三
δ

曄
Φ

o
δ
oq
甲

p
⇒）

と
い

わ

れ
た

ラ

イ

ン

ホ

ー

ル

ド
・

ニ

ー

バ

ー

（
カ
 

冒
ケ
o

氤

客
δ
げ

o
げ
「

一

八

九
ニ

ー
一

九
七
一
）

の

宗
教
思
想
の

中
か
ら、

特
に

彼
の

思

想
を

特

徴
づ

け
る

現

実
主

義
を

巡
る

議
論
を

取
り
あ

げ、

そ
の

農

開
を

明
ら
か

に

し
よ

う
と

す
る
も
の

で

あ
る

。

彼
は

、

「

キ
リ

ス

ト

教
的

現
実
ギ

義
」

（
O
サ

ユ
ω

鉱
曽

ゴ

話

售
り゚

ヨ）

と
い

う
キ

リ

ス

ト
教
神

学
に

お
け
る

思
想
潮

流

の

代
表
的
人

物
と
し

て

知
ら

れ
、

そ
の

思

想
は

多
く
の

政

治
家

、

政
治
学

者
に

大
き
な

影
響
を

与
え
た

と

い

わ

れ

て

い

る
。

二

i
バ

ー

は

第
二

次
大

戦
の

終
結
が

近
づ

く
と
、

彼
の

現
実
主

義
の

立

場
か
ら

、

ソ

連
の

共
産
主

義
を

意
識
し

な
が
ら

、

民
主
主

義
の

擁
護
や

国

際
関

係
に

お

け
る

力
の

均

衡
論
を

提
唱
す
る

よ

う
に

な
る

。

後
に

対
ソ

冷
戦
構

造
の

イ

デ
オ
ロ

ー

グ

な
ど

と

言
わ

れ

る

よ

う
に

な
る

の

は

そ
の

所
以
で

あ
る

。

本
発
表
で

は
、

そ
の

前
段
階
に

あ
た

る

初
期
か
ら
の

戦
時
中
ま
で

の

現
実
主

義
を
巡
る

議

論、

さ
ら

に

彼
の

「

キ

リ
ス

ト
教
現
実
主

義
」

の

根
幹
を

成
す
彼
の

人
間

理
解
を

概
観
し

、

彼
の

現
実
卞

義
の

議
論
全

体
を

再
解
釈
す
る
足
が
か
り

と

し
た

い
。

　
ニ

ー

バ

ー

に

よ

れ
ば

現
実．
主
義
と

い

う
語
の

基
本
的
な
意
味
は、

特
定

の

確
立

さ

れ

た

基

準
に

と

ら
わ

れ
ず、

社
会
的、

政
治
的
状
況
の

す
べ

て

の

要
素
を

考
慮
に

入
れ
る
態
度
で

あ
り、

さ
ら

に

は

理
想
主
義
は
社

会
的

な
現．
実
に

対
し

て

幻
想
を
抱
い

て

い

る

と
い

う
批
判
を
も
含
意

す
る

も
の

で

あ
る

。

し
か

し

な
が
ら

、

一

人
の

人
間
が
社
会
的、

政
治
的
状
況
を
解

釈
し
よ

う
と

す
る

際、

ほ
ぼ
不
可
避
的
に

そ
の

判
断
基．
準
が
媒

介
す
る

も

の

で

あ
る

。

ニ

ー

バ

ー

の

場
合

、

こ

れ
ま
で

の

研
究
が
指
摘
し
て

い

る

の

は、

彼
の

初
期
の

出
世
作
と

な
っ

た
『
道
徳
的
人
問
と
非
道
徳

的
社

会
』

（

｝

九
三

二

年）

の

頃
に

は

マ

ル

ク

ス

主

義
に
親

和
的
で

革
命
に

よ

る

社

会
の

変
容
に

多
く
を

期
待
し
て

い

た
が、

主
著
で

あ
る

「

人
間
の

本
性
と

そ
の

定
め
」

（
全
二

巻
、

一

九
四
一

1
　

九

四
三

年
）

の

頃
に

は

革
命
へ
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の

期
待
は
弱
ま

り
、

よ

り
キ

リ

ス

ト
教
的
な
人
間

観
に

集
中
す
る

よ

う
に

な
っ

た

と
い

う
も
の

で

あ
る

。

　
ニ

ー

バ

ー

の

初
期
の

著
作
か
ら
中
期
に

書
か
れ
た

主
著
に

か
け
て

の

現

実
主
義
を
巡
る

議
論
の

展
開
を
概
観
し
て

分
か
る
の

は
以
ド

の

こ

と

で

あ

る
。

『

道
徳
的

人
間
と
非

道
徳
的
社
会
』

に

お
い

て

「

現
実
主

義
」

は

社

会
の

不
正
義
が

権
力
の

不
均
衡
に

由
来
し、

そ
の

是
正
に

倫
理
的
な

要
請

は
無
力
で

あ
り
政
治
的

、

経
済
的
な
強
制
力
が
必
要
で

あ
る
と

い

っ

た
想

定
が
込
め
ら
れ
て

い

る
。

こ

の

態
度
は
、

社

会
状
況
の

考
察
と
人
間

性
の

神

学
的
な
理
解
と
い

う
二

つ

の

極
に

基
づ

い

て

い

る
。

こ

の

時
期
の

こ

i

バ

ー

の

主
要
な

問
題
関
心
は

、

不
平
等
の

是
正

、

そ
し
て

そ
の

手
段
と
し

て

の

「

階
級
闘

争
」

に

向
か
っ

て

い

た
。

そ
こ

で

は

社
会
状
況
の

分
析
が

前
面
に

現
れ

、

人
間
性
の

理
解
が
そ
の

闘
争
の

冷
酷
さ
を
和
ら
げ
る

と
い

う
、

い

さ
さ
か

補
助
的
な

役
割
を
あ
て

が
わ

れ
て

い

る
。

　
し

か
し、

彼
の

中
期
に

な
る

と
、

そ
の

社
会
状
況
の

考
察
と
人
間

性
の

理

解
と

の

関

係
は

逆

転
す
る

。

人

間
性
の

、

特
に

罪
の

理

解
が

深
め

ら

れ
、

社

会
状
況
の

考
察
は
そ

の

人
問
の

罪
深
さ
か
ら
引
き
出
さ
れ
る

。

人

間
は

罪

深
い

ゆ

え
に

正
し
い

共
同
体
倫
理
を
形
成
す
る
こ

と

が
で

き

ず、

力
の

均

衡
論
が

最
も
妥
当
な
政
策
と

し
て

主

張
さ
れ
る
の

で

あ
る

。

　

千
葉

眞
氏
は
、

二

ー

バ

ー

に

よ

る
現
実
主

義
の

展
開
に

つ

い

て、

第．
一

次

大
戦

前
は
社

会
的
弱

者
の

視
点
か
ら

社
会
を
批
判
す
る

ド
か
ら
の

現
実

主

義
、

大
戦
後
は
ア

メ

リ
カ

国
家
に

対
し
て

そ
の

高
慢
さ
を
批
判
す
る
上

か
ら
の

現
実
主

義
と
、

そ
の

変
化
を
指
摘
し
て

い

る
。

千
葉
氏
は

こ

の

違

い

を
、

ニ

ー

バ

ー

が
戦

後
、

国
務
省
の

対
外
政
策
の

顧
問
を
す
る

よ

う
に

な
っ

た
立

場
と

の

関
係
に

お

い

て

捉
え
て
い

る
が、

今
後、

こ

う
し
た
視

点
と

ニ

ー

バ

ー

の

思

考
構
造
の

変
化
と

の

関
連
に
着
目
し
て

、

第
二

次
大

戦
後
の

二

ー

バ

ー

の

現
実
主
義
に
関
す
る

議
論
に

つ

い

て

研
究
を
進
め

た

い
。

リ

タ
・

バ

セ

に

お

け
る

「

聖
な
る

怒

り
」

伊

原

木

　
詩

　
乃

　
「

主

な
る

神
は

人
に

命
じ
て

言
わ
れ

た
。

『

園
の

す
べ

て

の

木
か

ら

取
っ

て

食
べ

な
さ

い
。

た
だ

し、

善
悪
の

知
識
の

木
か
ら
は

、

決
し
て

食
べ

て

は
な
ら
な
い

。

食
べ

る

と

必
ず
死
ん

で

し
ま

う
』

」

（
創
世

記
二
・
一

六
−

一

七
）

。

楽
園
の

住
人
ア

ダ
ム

と
エ

バ

に

禁
じ
ら

れ
た

知、

す
な
わ

ち

善

悪
の

知
識
と
は、

善
か
ら
悪
ま
で
一

切
を
知
る

こ

と
を
意

味
す
る

。

そ
れ

は
神
に

の

み

属

す
る

領
域
で

あ
り、

キ

リ
ス

ト
教
世

界
で

は
、

こ

の

実
を

食
す
る

よ

う
な

試
み

は

自
己
神
化
だ

と

糾
弾
さ
れ

、

厳
し
く
禁
じ

ら
れ
て

き
た

。

　

し
か
し、

精

神
療
法
家
ア

リ
ス

ニ・、
ラ

ー

は
、

善
悪
の

区
別
を
知
ら

ず

に
い

る

こ

と
を
理
想
状
態
と

認
め
、

従
順
と

無
知
を
条
件
に

至

福
を

約
束

す
る
よ

う
な
楽
園
を、

「

闇
教
育
」

の

産

物
と

し
て

徹
底
的
に

批
判
す
る

。

闇
教
育
と

は、

子
ど

も
の

意
志
を

挫
き、

公
然
と、

あ
る
い

は
一

見
そ
れ

と

わ

か
ら
な
い

よ

う
に
、

力
を

振
る

い
、

操
り、

脅
迫
し
て

、

子
ど

も
を

従
順
な
臣
下

に

変
え
る

狙
い

を

も
っ

て

行
な
わ
れ
る

教
育
で

あ
る

。

ミ

ラ

ー

に
と

っ

て

知
を

禁
じ

る

残
酷
な

脚
本
は
、

ま
さ
に

闇
教
育
の

原
則
に

則

っ

て

教
育
さ
れ
た

人
間
に

よ

っ

て

書
か

れ

た

テ

ク
ス

ト
で

あ
る

。

聖
書
テ

ク
ス

ト
を
記
し
た

詩
人
た

ち
の

父

親
は
、

例
外
な
く、

子
供
た
ち
の

発
見

欲
を
喜
ば

ず、

不
可
能
な
こ

と
を

期
待
し

罰
す
る
父
親
だ

っ

た
。

そ
の

た
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