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フ

ッ
セ

ル
は

、

『論

理
学

研
究
」

以
来

、
言

語

の
問
題

と
知
覚

の
問
題

と
を

、
そ

の
間

に
根
本

的

な
差

異
を

認

め

つ

つ
も

、
類
比

的

に
考
察

し

て

い
た
。

し
か
も

、
そ

の
類
比

は

、
両

者
が

共

に

「
心
身

」
問

題

に
対

し

て
有

す

る
類

比

で
も

あ

っ
た
。

そ
れ

は

、
例

え
ば

、
彼

が

「
魂
を

吹
き

込

む
　

」

と

い
う
比

喩
的

な

言
葉

を

、
そ

れ
ら

の
問

題
場
面

で
し
ば

し
ば

用

い

て
い
た

こ
と

に
も
現

わ
れ

て

い
る

。
岡
書

第

二
巻
第

一
研

究

「表

現
と
意

味

し

に
は
、
言

語
表

現

に
お

い
て
、
単

な

る
語

音
　

と

い
う
感
性

的

・
言
語

的
側

面

と

、
そ
れ

に
魂

を
吹

き
込

む
意

味

作

用
　

と

が
結
合

し
て

い
る
と

い
う

言

い
方

や
、
知

覚

に
お

い
て
は
、

感
覚

が
統

握
柞

用
　

に

よ
り

ほ

魂

を
吹

き
込

ま
れ

る

こ
と

に
よ

っ
て
対
象

が

現
出

す

る
と

い
う
言

い
方

が
見

ら
れ

る

く
　

「
魂

を

吹

き

込

む

」
と

い
う

用

語

は
、
「
意

味

付

与

」
と

い
う

用
語

と
も

重

な

り
な

が
ら

、

フ

ッ
セ

ル
が

志
向

性

と
呼
ん
だ

現
象

学

の
問

題
領

野

全
体

に
広

が

っ
て
い
る
と

言

え

る
。

し

か
し

、
そ
う

で
あ

れ
ば

こ

そ
、

こ

の

「
魂

を
吹
き

込
む

」

と

い
う
語

が
本
来

そ

こ
か
ら
養

分
を

得

て

い
る

「心

身

も
　

」
関

係

が

正
し

く
理
解

さ

れ
な

け
れ
ば

、

そ

こ
か
ら
生

じ

た
誤
解

は

、
彼

の
現
象

学

全
体

へ
波

及
す

る

こ
と

に
な

ろ
う

。
就
中

、
も

し

、
そ

れ
を

そ

の

フ
ッ
セ
ル
に
お
け
る

「
心
身
」

問
題浜

渦

辰

二



ま

ま

「
物

心
」
関
係

と
詞

一
視

し
、

「
魂
を

吹

き
込

む

」
と

い
う
言

葉

で
語

ら
れ

た
場
面

を

、

「物

」
的

な

も

の
と

「
心

」
的

な
も

の

の
…関
係

と
解

す
る

な
ら
ば

、

そ
れ

は
、
彼

の
現

象
学

を

根
本

的

・
本
質

的

に
歪

め
、
破

壊

し

て
し
ま

う

こ
と

で
あ

ろ
う

。

そ

こ
で
、

以
下

の
小
論

に
お

い
て
、

彼

が

「
心
身

」
…関
係
を

如
何

に
理

解

し

て

い
た
か

、
彼

に
と

っ
て

「
心
身

」

問
題

と

は
如
何

な

る
問

題

で
あ

っ
た

か
、
を

考
察

し

た

い
、

但

し
、

以
下

の
考
察

は

、
そ

の
準
備

作
業

と

し

て
、
主

に

一
九

〇
七
ー

一
七
年

に
書

か

れ
た
も

の

(生

前
公

刊
著

作

、
講
義

録

、
草

稿
を
含

む

)

ふ

に
限

ら
れ

み
。

そ
れ

は
、
次

の
様

な
理

由

に

よ

っ
て

で
あ
る
。

一
九

〇

七
年

の
講
義

『現
象

学

の
理

念
』

(以

下

『
理
念

』
と
略

)

に
よ

っ
て
初

め

て
系
統

的

に
講
述

さ
れ

、

一
三
年

の
著

書

『
イ
デ

ー

ン
ー
』

に
よ

っ
て
体

系

を
整

え
ら

れ

た
、
最

初

の
現
象

学

へ
の
道

(現
象

学
的

還

元
)

は
、

お

後

に

フ

ッ
セ
ル
自

身

に
よ

っ
て

「
デ

カ

ル
ト
的

な
道

」

と
呼
ば

れ

た
が

、
所

謂

「
デ

カ

ル
ト
主
義

か

ら

の
離

反

H
が

行
な

わ
れ

る

二
三
/

二
四
年

の
講

義

『第

一
哲

学

』

に
至

る
ま

で
も

な

く

、

こ
の

「
デ

カ

ル
ト
的

な
道

」
を

代

表

す

る
二

つ
の
作

品

の
周

辺

に
お

い
て
既

に
、
少

な
く

と

も

「
心
身

」
問

題

に
関
す

る
限

り

、
多

く

の
非

デ
カ

ル
ト
的

な
も

の
が
含

ま

れ

て

い
た
。

こ
の

「
デ
カ

ル
ト
的

な
道

」

の
内

に
潜

む
非

デ

カ

ル
ト
的

な
も

の
を
取

り
出

す

こ
と

に
よ

っ
て
、
そ

こ

に
既

に
現

わ
れ

て

い
る

「
心
身

」
問

題

に
対

す
る

フ

ッ
セ
ル
の
姿
勢

、
ひ

い

て
は
、
彼

の
現
象
学

の

基

本
的

構

図
を
浮

か

び
上
ら

せ

る

こ
と
が

、
当

面

の
課

題

で
あ

る
。

[

意

識

フ

ッ
セ

ル
が
初

め

に
描

い
た
現

象
学

へ
の
道

は

、
方
法

的
懐

疑

の
後

に
見
出

さ

れ

る
デ

カ

ル
ト

の
コ

ギ

ト

に
倣

っ
た

「
デ

カ

ル
ト
的

な
道

」

で

あ

っ
た
。

と
す

れ
ば

、
そ
れ

は

、
デ

カ

ル
ト

の

コ
ギ

ト

が
そ

う

で
あ

っ
た
様

に
、

「心
身
分

離

」

と

い
う
手

続
き

を

伴
な

っ
て

い
る
様

に
見

え

る
。

へ

も

も

へ

る

実

際

、
還
元

は
意

識

へ
の
還
帰

と
言

わ

れ
、
純

粋
意

識

は

「
身
体

な

き
　

意

…識
」

(
　

と
呼
ば

れ

る
。

し
か

し
、

そ

の
純
粋
意

識

が

も

へ

さ

同

時

に
、

「
逆
説

的

に
聞

こ
え

る
か
も

し
れ

な

い
が

」
と

断
わ

り

つ
つ
、
「
心

な
き
　

意

識

」
　

)
と
も

呼
ば

れ

る

の
に

ぶ

つ
か

り
、

へ

も

も

ヘ

ヘ

へ

ぬ

へ

「
心
身

」

と

い
う
枠
組

に
よ

る
解

釈

は
、

混
乱

を
来

す

こ
と

に
な

る
。

フ

ッ
セ

ル
は
、
意

識

を
身
体

か
ら
引

き
離

す

の
と
岡

じ
意
味

に
お

い
て
、



ロ

意

識

を
心

か
ら
も

引
き
離

す

と
考

え

る
訳

で
あ

る
。

で
は
、

そ
れ
は

如
何

な

る
意
味

に

お

い
て
か

。
意
識

と

心
を

区
別

す

る
の
は
何

故

か
。

そ

の

こ
と

が
、
意

識

を
身
体

か
ら

引
き

離

す
と

い
う

一
見

「
心
身
分
離

」
的

な
様
相

の
持

つ
意

味
を

も

明
ら

か

に
す

る

で
あ

ろ
う

。

フ

ッ
セ

ル
は
、

『理

念
』

に
お

い
て
初

め

て

「
デ

カ

ル
ト
的

な
道

」
を
素

描

し
た
時

、
既

に
、

コ
ギ

ト
の
道

が

や
や
も

す
れ

ば
転

落

し
が

ち
な
陥

穽
を
指

摘

し

て

い
た

。
我

々
は

そ

こ
に

、
彼

が
意
識

と
心

を

区
別

し
始

め

る
地

点

を
見
出

す

こ
と

が

で
き

る
。
問

題

は
、

デ
カ

ル
ト

が

コ
ギ

ト

の

ゆ

明

証

に

つ
い

て
、
「
私

の
内
」

な
る
も

の

は
疑

い
得

な

い
、
と
言

う
時

の
そ

の
意

味

に
関

わ
る

と
言

っ
て
よ

い
。
彼

が
指

摘

し
た
陥

穽

と

は
、
対

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

比
的

に
言

え
ば

、
第

一
に
、

コ
ギ

ト
の
明

証
を

超
越

化

し

て
は
な

ら
な

い
、
第

二
に
、

コ
ギ

ト

の
明
証

を
内

在
化

し

て
は

な
ら

な

い
、
と

い
う

二

点

に
ま

と
め

ら
れ

よ
う
。

つ
ま
ゲ

、
第

一
に
、

「私

」
と

い
う

語
り
方

が

或

る
意

味

で
は

不
可

欠

で
あ

る
と

し

て
も

、
こ
の

「私

」
を
個

人
　

と

し

て
の
私

(経
験

的
主

観

)
と
解

し

て

は
な
ら

な

い
。
個

人
と

し

て
の
私

は
、
身

体

と

の
結

合

、
他

の
人

々
及
び
世

界

の
存
在

を

既

に
暗

黙

の

内

に
含

蓄

し

て
お
り

、
従

っ
て
そ
れ

は
、
疑

い
得

る
も

の
、
即

ち

、
コ
ギ

ト

の
明
証

を

越

え
る
も

の

(超
越

)
と

し

て
懐

疑

に
付

さ
れ

た
筈

の
も

の

を
、
再

び
密

か

に
、
コ
ギ
ト

の
明
証

の
内

に
持

ち
込
む

こ
と
に
な
る
。
第

二

に
、
「
私

の
内

」
と

い
う
言

い
方

に
は

二
義

性

が
潜

ん

で

お
り
、
そ
れ

は
、

一
方

で
は

「実

的
　

」

な
意
味

で
、
他

方

で
は

「
志
向

的

」
な
意

味

で
解

さ

れ

る
。

コ
ギ

ト

の
明
証

の
内

(内
在

)

に

は
、
実
的

内
在

の

み

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

な

ら
ず

、
実

的

に
は
超
越

で
あ
る

が
志
向

的

に
は
内
在

で
あ

る
も

の
が

見
出

さ
れ

る

の

で
あ

っ
て
、

コ
ギ

ト

の
明
証

を
或

る
先

入
見

か
ら
実

的
内

㎝

在

に
制

限

し

て
し
ま

い
、
そ

の
結

果
、

こ
の
実
的

超
越

を
も

実
的

内
在

へ
解

消

し

て
は
な

ら
な

い
。

フ

ッ
セ

ル
が
言

わ
ん

と
す

る

こ
と
を

、
彼

が

し
ば

し
ば
挙

げ

る
例

に
よ

っ
て
、
具
体

的

に
明

ら
か

に
し

よ
う

。

例

え
ば

、
私

が

こ
の
机

を

見

て
い

る
と
す

る
。
私

が

そ
の
周

り
を

歩
き

回

る
時

、
私

に
見

え

て
い
る

机

の
形

や
色

合

い
は
、
様

々

に
変

化

す

る
。

に
も
拘

ら
ず

、
私

は

そ
う

し
た

感
覚

の
多
様

を
見

て
い
る

の

で
は
な

く
、
常

に
、
同

じ

一
つ
の
机

を
見

て

い
る

(
　

)。
1

こ
の
例

に
よ

っ
て
ま

ず
語

ら
れ

る

の
は

、
感
覚

(感
覚
与

件
　

)
と
知
覚

さ
れ

る
物

(知
覚

対
象

)

の
区
別

で
あ
る

。
多

様

な

感
覚

を
体
験

し

な
が

ら
同

一
の
対

象

を
知
覚

し

た
り

、
逆

に
、

同
じ

感
覚

を
体
験

し

な
が

ら
異

な

る
対
象

を
知

覚
す

る
こ
と

が
あ

る
。

こ
う

ヘ

ヘ

へ

し
た

こ
と

が
生

じ
得

る

の
は
、

そ
れ
自

身

は
言

わ
ば

「死

せ

る
素
材

」

に
過
ぎ

な

い
感
覚

が

、
統
握

作
用

に
よ

っ
て
魂
を

吹

き
込
ま

れ

、
何

か

の



現
出

と
し

て
、
即

ち

、
対
象

を

呈
.小
す

る
　

も

の
と
し

て
機

能

す
る

、
換
言

す

れ
ば

、
感

覚

が

「単

に
把
握

さ
れ

る
　

だ

け

で
な

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヤ

　

く

、
何

か

と
し

て
統
握

さ
れ

る
　

」

(
　

こ
と

に
よ

っ
て

、
対
象

が
知

覚

さ

れ

る
か
ら

で
あ

る
。

つ
ま

り
、
知
覚

さ

れ

る

と
は

、
多

様

な
感
覚

が

「
"
同

じ
意

味

"

に
お

い
て
統
握

さ

れ

る
」

(
　

)

こ
と

で

あ

り

、
そ

こ

に

は

、
多

を

一
と

し

て

統

握
す

る

こ
と
を
支

え
る
或

る

「
意
味

的

な
も

の
」
が

、
し

か
も

、
概
念

的

思
惟

に
先

立

つ

「
直
観

意
味

」

(
　

)

・

「知

覚
意

味

」

(
日

　
)

と
も

呼

ぶ

べ
き

「意
味

的

な
も

の
」

が

働

い
て

い

る
の

で
あ
る
。

し
か

し

、

こ
の
事

は
、
ま
ず

感

覚

が
与

え
ら

れ

、
そ

れ

に
統

握

(解

釈

)
が
加

わ

る
と

い
う

二
段

階
的

加

工
説

を
主

張
す

る
も

の
と

速
断

さ

れ

て
は
な

ら

な

い
。

私

は

「机

」

(知

覚

対
象

)
を
見

て
い

る
の

で
あ

っ
て
、
感

覚

の
多
様

を

見

て

い
る
訳

で
は

な

い
と

い
う
点

は

、

フ

ッ
セ

ル
が
し

ば

し
ば

注
意

を
促

す
所

で
あ
る

。
と

い
う

の
も

、

感

覚

は
、

「
心

理

学

的

反

省

」

(
　

)
に
よ

っ
て
初

め

て
取

働

り
出

さ
れ

る

の
で
あ

っ
て
、

「反
省

に
固
有

な

把
握

の
仕
方

を

、
直

接
的

な
事

実

の
解

釈

に
ま

で
当

て
は

め

て

は
な

ら

な

い
」

(
　

　
)
か
ら

で
あ

る
。

感
覚

与
件

は

、
知
覚

の
構
成

要
素

(実

的
内

容

)

と
な

っ
て
い

る
と

し

て
も

、

そ
れ

は
決

し

て
、
知
覚

の

「直

接
的

対
象

」

ゆ

ヘ

ヘ

ヘ

ヨ

で
は

な
く

、

「机

」

こ
そ
が

直
接
的

対
象

で
あ

り

、

「何

か

と

し

て
統
握

す

る
」

と

い
う

「と

し

て
構
造
　

を
持

っ
知

覚

こ
そ

が

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

直

接
的

な

の

で
あ

る
。

従

っ
て

、

「机

を
見

て

い
る
」
と

い
う

知
覚

に
お
け

る

コ
ギ
ト

の
明

証

は
、
ま

さ

に

「机

を
見

る

」
こ

と
と
し

て

、
知

覚
対

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

象

「机

」

に
ま

で
達

し

て
い
る

の

で
あ
り

、

そ
れ
を

或

る
認

識
論
的

先

入
見

か
ら

感
覚

与

件

(実

的

内
在

)

へ
と
制

限

し

て
は
な

ら
な

い
。

逆

に

言

え
ば

、
知
覚

対
象

は
感
覚

与
件

に
は
解

消
し

得

ぬ
も

の
、

そ
れ

を
越

え

る
も

の

(実

的

超
越

)

で
あ

る
。

ヘ

ヘ

へ

し
か

し

、
他
方

で
ま

た
、

私

は

「
机
」

を
見

て
い

る
の

で
あ

っ
て
、

原

子
や
分

子

の
塊

を
見

て
い
る
訳

で
は
な

く
、
知

覚

さ
れ

た
物

を
直

ち

に

物

理
学

的

な
物

と

し

て
は
な

ら

な
い

、
と

い
う

点
も

注
意

さ

れ
な

け
れ

ば

な
ら
な

い
。

知
覚

さ

れ

た
物

が
如
何

な

る
物
理

学
的

組
成

を
持

つ
の
か
、

ま

た

、
そ

れ
が
如

何

な
る
物

理

・
生

理

・
心
理

的
過

程

に
よ

っ
て
知

覚

を
因
果

づ
け

て

い
る

の
か
、

そ

う
し

た
事

に

つ
い
て
は
さ

し
あ

た
り

何
も

ヘ

へ

知

ら
な

く

と
も

、

こ
の

「机

」

の
知
覚

と

い
う

場
面

は
成

立

し

て

い
る

。
従

っ
て
、
少

な

く
と
も

こ
の
知

覚

の
現
場

に
お

い
て
は

、

「
机
を
見

る
」

と

い
う

知
覚

の

コ
ギ

ト

の
明

証

は
、
知

覚

さ
れ

た
物

「机

」

に
は
達

し

て

い
る

(志
向

的
内

在

)
が

、
物

理
学

的

な
物

は
、

こ

の

コ
ギ

ト

の
明
証



、

、

、

、

、

⑱

を

越

え
る
も

の

(仮

り

に
、

志
向

的
超

越

と

呼

ぶ
)

で
あ
る
。

こ
う
し

て
、

フ

ッ
セ

ル
の
セ

張

の
核

心

は
、
知

覚

さ

れ
た

物

(知

覚

対

象

)

の
固

有

な
性

格

づ

け

に
あ

る
。

つ
ま
り

、

そ
れ

は
、
感

覚

与

件

、

、

、

、

⑬

(実
的

内

在

)
で
も

な
け
れ

ば

、
物
理

学

的

な
物

(志
向

的
超

越

)

で
も

な

く

、
実
的

超
越

で
あ

る
と
同
時

に
志
働

的
内

在
な

の

で
あ

る
。

こ

の

フ

ッ
セ

ル
の
主

張

の
眼
目

は
、
内

と
外

と

い
う
区
別

を

二
重
化

す

る

こ
と

に
あ

る
の

で
は

な
く

、
む

し
ろ

、
そ

れ
を

動
態
化

す

る

こ
と

に
よ

っ
て

、

一
般

に
し
ば

し
ば

曖
昧

な
仕

方

で
行

な
わ

れ

る

「実

葎

」
と

「
現

わ
れ

」

の
区

別

を

、
志
向

性

と

い
う
視
点

か

ら
根
本

的

に
描

き
直

そ

う
と
す

る

こ
と

に
あ

っ
た

、
と

い
う

こ
と
が
看

取
さ

れ
ね

ば
な

ら

な

い
。
彼

は

、
「現

わ
れ

し
、
即

ち

、
現
出
　

と

い
う
語

に
は

曖
昧

さ
が

潜
ん

で

騨

お
り

、
そ

の
内

に

、
物

の
現
出
　

と

現
出

す

る
物
　

と

が
区

別

さ
れ
ね

ば

な
ら

な

い
と
書

う
が

、

へ

そ
れ

は
、
右

の
用
語

で
言

う
な

ら

、

一
般

に
内

在

(現
出

)
と
呼

ば
れ

る
も

の

の
内

に
、
実

的
内

在

(物

の
現
出

)
と
実

的
超

越
且

志
向

的
内

在

ぬ

ヘ

へ

(現
出

す

る
物

)
と

が
区
別

さ

れ

る
、
と

い
う

こ
と

で
あ

る
。

「実

在

」
は

「
現

わ
れ

し
を

通

じ
て
与

え
ら

れ

る
と
言

わ

れ

る
に
し

て
も

、

「現

わ

も

へ

れ
」

は

「実

在

」
と

は
別

に
取

り
出

し
得

る
媒

体

で
は

な
く

、
む

し

ろ
、
物

(実
在

)
が

現
わ

れ

る
と
は

、

射
映
　

。
方

位
　

　・
遠

近
法
　

に
お

い
て
現
出

す

る

こ
と

で
あ
り

、
従

っ
て
、

「実

在

」
と

「現

わ
れ

」
と

は
、
そ

う
し

た
仕
方

で
の
、
現

出

も

ち

も

す

る
物

(
一
)
と
物

の
現
出

(多

)
と

い
う

構
造

に
お

い
て
の

み
把

え

ら
れ

る
契

機

に
他

な
ら

な

い
。

ま

た

、
「
実
在

」
は

「
現
わ

れ

」
を

越

え
て

ヘ

ヨ

も

ぬ

ヘ

ヘ

へ

い
る
と
言

わ
れ

る

に
し

て
も

、
現
出

す

る
物

と

は
別

に
現
出

し
な

い
物

を

「実

在

」
と

し

て
立
.て

る
こ
と

に

は
な
ら

ず
、
如

何

な

る
物

も

原
理

的

へ

ぬ

へ

に
は
現
出
し
得
る
の
で
あ

っ
て
、
物
の
超
越
性
は
、
現
出
す
る
物
を
も
超
絶
し
た
物
を
持
ち
出
さ
な
く
と
も
、
現
出
す
る
物
が
物
の
現
出
に
解
消

ヘ

へ

さ
れ

な

い

こ
と

に
既

に
示

さ

れ
て

い
る

の

で
あ

る
。

フ

ッ
セ

ル
が

、
現
出

す

る
物

は

、
単

に
与

え
ら

れ

て

い
る
と
言

う
よ

り
も

、
む

し

ろ
、
構

成

さ

れ
る
　

と
言

わ

れ

る

べ
き

と
主

張
す

る
　

)

の
も

、

こ
う
し

た
脈

絡

か
ら

で
あ
り

、

も

へ

そ

れ
は

、

一
般

に

「
実
在

」
と

呼
ば

れ

る
も

の
も

、
志

向
性

と

い
う
視
点

か
ら
す

れ
ば

、
構

成

さ
れ

る

、
し
か
も

、

実
的
内

在

の
集
合

と
し

て
構

ぬ

さ

ヘ

へ

も

ぬ

も

ヘ

ミ

成

さ
れ

る

の
で
は

な
く

、
実
的

に
は
超
越

と

し

て
志
向

的

に
構
成

さ
れ

る
、

と
言

わ
れ

る

と

い
う

こ
と
を
意

味

し

て

い
た
。

も

ヘ

フ

ッ
セ
ル
に
よ

れ
ば

、

コ
ギ

ト

と
は

、
本

来

こ
の
様

に

、
初

め
か
ら
内

を

越
え

て
外

へ
向

か

う
志
向

性

に
よ

っ
て
特

徴

づ
け

ら
れ

る
意

識
と
解



さ

る

べ
き

で
あ

る

の

に
、
や
や
も

す

れ
ば

、

「
心

の
中

の
観

念

」
と

い
う
曖
昧

な
言

い
方

が
、
心

を
粥

か
籍

の
様

な
も

の
と
考

え
、
箱

の
内

と
外

と

同
…様
な
仕

方

で
、
心

の
内

と
外

が

あ
る

か

の
様

な
考
え

に
導

き
易

い
。

そ

れ
と

い
う

の
も

、

一
方

で
は

、

灘
ギ

ト

の
明

証
を
実

的
内

在

に
制

限

し

(第

二
の
陥
穽

)、
他

方

で
は

、

3
ギ

ト

の
萌

証
を

越

え
る
も

の

く志
向

的
超

越

)
を
持

ち
込

み

(第

一
の
陥
…野

)、
共

に
、
知
覚

さ

れ

た
物

(現
出

す

る
物

)

の
固

有
性

を

、
要

す
る

に
、

志
向

性
を

見
失

な

う
か

ら

で
あ

る
。

内

と
外

の
区

別
を

動

態
化

す

る
志
向

性
が

見
失

わ
れ

、

そ

の
区

別

が

固
定

化

さ
れ

て
し

ま
え
ば

、
内

は
外

あ

っ
て

の
内

と

し

て
、
密

か

に
外

を
前

提

し
、

外

か
ら
理

解

さ
れ

る

こ
と

に
な
り

、
外

(物

)
が

実
在

で
あ

へ

ぬ

ヘ

ヘ

へ

ぬ

る
の

と
類

似
的

に
内

(
心
)

も
実

在

の

一
部

を
成

す
も

の
と

し

て
考

え
ら

れ

る
。
従

っ
て
、
コ

ギ

ト
を

心
と

し

て
物

と

の
実

在

の
連
関

に
お

い
て

ヤ

へ

も

ヘ

ヘ

ミ

ヘ

へ

考
察

す

る

こ
と
と

、
コ

ギ

ト
を
意

識

と
し

て
実
在

(物

・
心
)

に
対

す

る
志

向

性

の
遮
関

に
お

い

て
考
察

す

る

こ
と
と

は
、
根
本

的

に
異

な

る
考

察

の
仕
方

な

の
で
あ

る
。

ヤ

も

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

も

か
く

て
、
意

識

は
心

で
は

な
く

、
還

元

は
、
意

識

を
身
体

か
ら
引

き
離

す

の
と
岡

じ
意

味

に
お

い
て
、
心

か
ら

も
引

き
離

す

こ
と

で
あ

っ
た
所

以

が
理

解

さ
れ
よ

う
。

心
は

、
身

体

(
こ
こ

で
は
物

と
し

て

の
身

体

)

と
等

し
く
実

在

に
属

す
も

の

で
し

か
な
く

、
還

元

と
は

そ
も

そ
も

、
意

識

を
実
在

か

ら
引
き

離
す

こ
と

で

あ
り

、
そ

れ
は

、
コ

ギ

ト
を

心
と

し
て
実

在

の
連
関

に
お

い
て
考

察
す

る

こ
と

か
ら

、

コ
ギ

ト
を

意

識
と

し

て
志

向

性

の
連
関

に
お

い
て
考

察

す

る

こ
と

へ
、
見

方

(態
度
　

)
を
変

更

す
る

こ
と

で
あ

っ
た
。
更

に
ま

た

、
志
向

性

の
連
関

に
お

い
て

は
、
実

在

は

「構

成

さ
れ

た
も

の
」

で
あ

り
、
物

の
み
な
ら

ず

心
も

「
構
成

さ
れ

た
も

の
」
で
あ

る
が

、
そ
れ

に
対

し

て
言

う
な

ら
、
意

識
は

「
構

成

す

る
も

の
」

と
呼

ん

で
よ

い
。

と

す
れ

ば

、
還
元

は
ま

た

、

「構

成

さ
れ

た
も

の
」

た
る
実

在

か
ら

「構

成
す

る
も

の
」
た

る
意
識

へ
の
還
帰

、

㈱

換
言

す
れ

ば
、
実

在

に
先
立

ち

、
そ

れ
を

可
能

に
し

て

い
る

「
超
越

論
的

」

な
次

元
と

し

て
の
意

識

へ
の
還
帰

と
も

な

る
筈

で
あ

っ
た
。

し

か
し

、
そ

れ

に
し

て
も

、
実

在
を

「構
成

す

る

」
意

識

と
は

、
如

何

な

る
意

識

か
。
一ま

た

、
「
机

し

の
例

は

、
知

覚

と

い
う
場
面

の
例

で
あ
り

、

そ

こ

で
問
題

な

の
は
、
専

ら
知

覚
意

識

の

み
で
あ

っ
た
。

で
は

、
知

覚
意

識
と

物

理
学

的
意

識

、
従

っ
て
ま

た
、
知

覚

さ

れ

た
物

と
物

理
学

的

な

物

は
、
ど

の
様

な
関
係

に
あ

る

の
か
。



二

知

覚

デ
カ

ル
ト

の

灘
ギ

ト
は

、

「心
身

分
離

」
と
共

に

「精
神

を

感
覚
　

か
ら
引

き
離

す

」
こ
と

と
も
結

び

つ
い

て
い
た
。
彼

に
と

っ
て
、
本
来

㈹

的

に
物

が

知
覚
　

さ

れ

る
の

は
、
感

覚

や
想
像
　

に
よ

っ
て
で
は

な
く

、
知

性
　

に
よ

っ
て

で
あ

っ
た
。

フ

ッ
セ

ル
が

、
『
イ
デ

ー

ン
ー
』

の
中

で
、
「
自

然

を
…構
成

す

る
意

識
」

あ

る

い
は

「
意

味

付
与

す

る
意
識
」

と
言

う
時

、

そ
れ

は

や
は

り
何

ら
か

の
能
動

的

な
性

格
を

持

つ

「
知

性

」

的

な
意

識

で
あ

り

、
結

局

、
「知

性
」

に
依

る
世

界

の
構

成

と

い

っ
た

こ
と

が
問
題

で
あ

る
よ

う

に
見

え

る
。

し
か

し

、
同
書

の
中

で
、
デ

カ

ル
ト
の

行
な

っ
た
右

の
様

な
対

比

を
念

頭

に
置

き

な
が

ら
、
「
想
像
　

の
物

」
(
こ

こ
に
言

う
想

像

は
感
覚

も
含

め
た
広

義
)

と

「
知
性
　

の
物

」
と
が
対

比

さ
れ

(
　

)、
し

か
も

、
デ

カ

ル
ト
と
は
逆

に
、
前
者

の
方

に

こ
そ
或

る

意

味

で
重

心

が
置

か

れ

て

い
る
こ
と

は

、
そ
う

し
た
解

釈

に
再

考

を
迫

る
も

の
と

な

ろ
う
。

で
は
、
そ

れ
は
如

何

な
る
対
比

で
あ
り

、
如
何

な

る

意

味

で

の
重

心

の
移
動

で
あ

っ
た

の
か
。

こ
の
対
比

の
萌

芽

は
、

一
九

〇
七
年

の
講
義

『物

と
空

間
」

(
『理
念

』

全
体

が

、
そ

れ

の
序

論

で
あ

っ
た

)

の
欝
頭

に
置

か
れ

た
短

い
序

論

に

め

へ

も

ヘ

ヘ

ヘ

へ

も

ヘ

へ

も

も

ヘ

ヘ

ヘ

へ

見
ら
れ
る
。
『理
念
』
で
は
、
学
問
的
で
あ
れ
前
学
問
的
で
あ
れ
、
認
識
の
問
題
に
無
頓
着
な
態
度
が
、
自
然
的
な
態
度
と
呼
ば
れ
、
そ
れ
に
対
し
、

認
識
の
不
可
思
議
さ
に
驚
き
の
眼
を
向
け
る
哲
学
的
態
度
か
ら
現
象
学
的
還
元
が
説
か
れ
て
行
く
の
で
あ
る
が
、
こ
の
還
元
に
よ

っ
て
開
か
れ
た

も

ヘ

ヘ

ヘ

へ

現
象
学
的
な
考
察
方
法
に
よ
る
具
体
的
な
研
究
が
行
な
わ
れ
る
べ
き
、
続
く

『物
と
空
間
』
の
序
論
で
は
、
「自
然
的
経
験
の
世
界
と
学
問
的
理
論

の
世
界
」
と
が
対
比
さ
れ
、
従
っ
て
、
自
然
的
な
態
度
の
内
に
、
自
然
的

(前
学
問
的
)
な
世
界
把
握
と
学
問
的

(自
然
科
学
的
)
な
世
界
把
握

と
が
区

別

さ
れ

、
し

か
も

、
次

の
様

な
仕
方

で
、
前

者

の
方

に
重
き

が
置

か
れ

て

い
る
。
1

自
然

研
究

者

が
、

こ

の
プ

ラ
チ

ナ
の
破

片

は
、
本

当

は
、
か

く
か

く

の
性

質
を

持

ち
、

か
く

か
く

の
運

動
状

態
を
持

つ
原
子

の
集
合

で
あ

る
と
言

っ
た
と

こ
ろ

で
、
彼

は

そ
う

し
た
言

葉

を
も

っ
て
、

ヘ

ヘ

へ

し

ヘ

へ

も

あ

や

は
り
、

こ

こ
に
あ

る

こ
の
物

、
即

ち

、
彼

が

見

て
、
手

に
取

り
、

天
秤

皿

に
載

せ
て

い

る
こ

の
物

を

規
定

し
、

こ

の
物

に

つ
い
て
語

っ
て

い
る

aの

の
だ

(
　

)。
〔傍

点

筆

者

〕
ー

つ
ま

り
、
学

問
的

理

論

に
先

立

っ
て
、

自
然

的
経

験

に
お

い

て
、
既

に
或

る
仕
方

で
、
世
界

は
与

え

ら
れ

、



把

握

さ
れ

て

い
る
。
自

然
科

学
的

世
界

把

握

は
、

こ

の
自
然
的

経
験

に
お

い
て
既

に
与

え
ら

れ

て

い
る
世

界

に
後

か

ら
関

係

し
て
行

く
も

の
に
他

な
ら

な

い
。

先

の

「
想
像

の
物

」
と

「
知
性

の
物

」
の
対

比

と
は

、

こ

の
…様
な

、
自

然
的

経
験

の
物

と
学

問

的
理

論

の
物

の
対
比

だ

っ
た

の
で
あ

る
。

従

っ

て
、

『
イ
デ
ー

ン
ー
』
に
お

い
て
も

同

様

に
、
現
象

学

的
態

度

に
対

し

て
は
等

し
く

自
然

的

態
度

と

呼
ば
れ

る
も

の
の
内

に

、
自

然
的

経
験

と

物
理

ヘ

へ

学

的

思
惟

と
が

区
別

さ
れ

、
し

か
も

、

「物

理

学
的

思
惟

は

、
自

然
的

経
験

と

い
う

基
盤

の
上

に
確

立

さ
れ

る

」

(
　

)
と

、
後
者

の
基
盤

的

性

格

が
主
張

さ
れ

る
。

フ

ッ
セ

ル
に
よ

れ
ば

、
感

性
的

知
覚

こ
そ

「
原

経
験
　

」

(
　

)

で
あ

り
、

こ
こ

で
自

然
的

経
験

と
呼

⑱

ば

れ
る
も

の
の
核

を
成

す

の
も

、

こ

の
知

覚

で
あ

る
と
考

え

て
よ

い
。
従

っ
て
、
知

覚

さ
れ

た
物

と
物

理
学
的

な
物

の
対

比

に

つ
い
て
も

、
右

と

同

じ
関
係

が
妥

当

す

る
と
言

え
よ

う
。

先

の

「
机

」
の
例

に

お

い
て
、
物

理

学

的

な
物

は
志

向

的

超

越

で
あ

る
、
換

言

す
れ

ば

、
志

向

的

対

象

で
は
な

い
と

き
れ

た

の
は
、

そ
れ

が

知

覚

の
場

面

の
例

だ

っ
た

か
ら

で

、
物

理

学

的

な
物

と

い
え
ど

も

、
決

し

て
志

向

的

対

象

と
な

る
こ
と

の
な

い

「
物

自

体

」

で

は
な
く

、
物

理

学

的
思

惟

と

い
う
、
言

わ
ば

よ
り

高
次

の
意

識

に
と

っ
て

の
志
向
的

対
象

な

の
で
あ

る
。

し

か
し

、
物

理
学
的

な
物

が
高

次

の
対

象

で
あ

っ
て
、

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

も

へ

知

覚

さ
れ

た
物
を

越

え

て
い

る
と
言

わ
れ

る

に
し

て
も

、
そ

れ

は
知

覚

さ

れ
た
物

と

別

に
、

そ
れ

と
関

わ
り

な
く

取

り
出

さ
れ
得

る
実
在

で
は
な

へ

も

も

へ

ぬ

も

く
、
物

理
学

的
思

惟

が
様

々
な
規

定

を
与

え

る

の
は

、
ま
さ

に

こ

の
知

覚

さ
れ

た
物

に

つ
い
て

で
あ

る
。
知

覚

さ
れ

た
物

は
、
意

味

に

よ

っ
て
統

握
さ

れ

つ
つ
も

、
感

性
的

性
質

に
満

た

さ
れ

た
物

で
あ
る
が

、

そ

の

「
単

に
主

観
的

」

な
性
質

を
捨

象

す

る

こ
と

に
よ

っ
て
、
物

理

学
的

思
惟

が

そ

こ
か
ら

取
り
出

し

て
仕
上

げ
　

た

「
客
観

的

」
な
物

が

、
物

理
学

的
な
物

な

の

で
あ

る
。

そ
れ

だ

け
な

ら

、
物

理

学

と

い
う
特
殊

な

一
学

問

領
域

の
問

題
と

し

て
済
む

こ
と

で
あ

る
。

と

こ
ろ
が

、

こ
の
知
覚

さ

れ

た
物

か
ら
取

り
出

さ

れ

て
構
築

さ

れ
た
物

理
学

的

な
世
界

を

絶
対

的
実

在

と
し

て
固
定

す

る
所

か
ら

、

或
る
転

倒

し

た
学
説

が
生

じ

る
。

即
ち

、
知

覚

さ
れ

た
物

は
、

そ

の

「隠

れ

た
原

因
し

た
る
物

理
学

的

な
物

の

「
単

な

る
現
わ

れ
」

で
あ

る

と
、
物

理
学

的

な
物

に
よ

っ
て
知
覚

さ

れ

た
物

を

、

の

み
な
ら
ず

、

知

覚
意

識
そ

の
も

の
を
も

、

因
果
的

に
説

明
し

よ
う

と
す

る
学

説

(
　

)、
即
ち

、
所

謂

「
知
覚

の
困
果
説

」

で
あ

る
。

物
理

学
的

な
物

は



ら

へ

知

覚

さ
れ

た
物

か
ら

取
り
出

さ

れ
た
高

次

の
形

成
体

に
他

な

ら
ず

、
物

理
学

的
思

惟

が
そ

れ

に
関

係

し

て
行
く

所

の
そ

の
物

を
我

々

に
与

え

る

の

は
知
覚

で
あ
り

、
そ

れ
故

に

こ
そ

、
物

理

学
的

思
惟

も
絶

え
ず

そ

こ

に
立

ち
帰
り

、

そ

こ
に
根

を
ド

さ
ざ

る
を

得

な

い
と
考

え

る

フ

ッ
セ

ル
に

と

っ
て
、

こ
の
因
果

説

は
、
本

宋
転

倒

し

た
も

の

で
し
か

な
か

っ
た
。

そ

れ

は
、
知

覚
を
物

理
学
的

な
物

に
よ

っ
て
説

明
し

よ

う
と
す

る

が
、
物

理

学

的

な
物

は
知
覚

に
よ

っ
て
支

え
ら

れ

て

い
る

の
だ
か

ら
、

そ
れ

は
結

局

、
両

方

を
共

に
、
根
無

し

草

に
し

て
し
ま

う
。

従

っ
て
、
認
識

の
問
題

を
問

う
時

、
物
理

学
的

な
物

に
頼

る
こ
と

は

で
き
ず

、
む

し

ろ
、
物

理
学

的
思

惟

に
基

盤
を

与
え

て

い
る
自

然
的

経
験

に
問

い
を
遡

ら

せ
る

べ
き

で
あ

り
、

「
超
越

論
的

」

な
問

い
も

そ

こ
で

こ
そ
問

わ
れ

る

べ
き

で
あ

っ
て

、
現
象

学

は
そ

こ
か

ら
始

め
ら

れ
ね

ば

な
ら

な

い
。

こ
う
し

て
、
意

識

へ
の
還

帰

と
呼

ば
れ

た
還

元

は
、

『
理
念

』

に
続

く

『物

と
空
間
」

に
お

い
て
も

、
ま

た
、

『
イ
デ

ー
ン

ー
」

に
お

い
て
も

、

へ

ね

へ

自

然
的

経
験

の
物

理
学

的

な
思
惟

に
対

す

る
根

源
盤

と

い
う
主

張
と

結

び

つ
い

て
い
た

こ

と
が
見

逃

さ
れ

て
は

な
ら

な

い
。

デ
カ

ル
ト

の
行

な

っ

た
感
覚

・
想

像

と
知
性

の
対

比

は
、
白

然
的

経
験

と
物

理

学
的

思
惟

の
対

比

へ
と
読

み
換

え

ら
れ

、

こ
の
読

み
換

え
ら

れ

た
意
味

に
お

い
て

、
デ

カ

ル
ト

の
対

比

が
持

っ
て
い
た
価

値

は
転
倒

せ
ら
れ

、
も

は

や
学

問

的
理

論

(物

理

学
的

思
惟

)
と

し
て

の

「知

性
」

的
意

識

で
は

な
く

、
前
学

鋤

問

的
経

験

と
し

て

の
知
覚

意

識

こ
そ

、
現
象
学

の
主
戦
場

と

な

っ
て

い
た

の

で
あ
都
。

「超

越
論

的

」
な
意

識

に
お
け

る
構

成
と

い
う
問

い
は

、
知

覚

と

い
う
場

面

に
お

い
て

こ
そ
問

わ

れ

る
の

で
あ
り

、
そ

し

て
、
ま

さ

に

こ
こ
に

お

い
て
、

デ
カ

ル
ト

が
精

神
を

そ
れ

か
ら

引
き
離

そ
う

と
し

た

感

覚

の
意
義

と
共

に

、
「知

性

」
的
意

識

に
お

い
て
は
顧

み
ら

れ

る
こ
と

の
な

か

っ
た

「
私

の
身

体

」
の
意

義

が
再
考

さ

れ

る

こ
と

に
な

る
。

三

身

体

古
来

、
身
体

は
物

体

と
同

じ
語

で
呼

ば
れ

て
来

た

が
、

デ
カ

ル
ト
も

そ

の
例

に
漏

れ
ず

、
死
体

も

そ
れ

を
持

っ
て

い
る
様

な

機
械

と

し

て
、
身

体

を

一
つ
の
物

体

と
看
倣

し

て

い
る
。

現

に
、

「
心
身
分

離

」

の
場

面

で
問

題

に
な

る
の
は

、
専

ら
、
延

長

す
る
も

の
と
し

て

の
身

体

、
即
ち

、
物

⑳

体

と
し

て

の
身

体

で
あ

っ
た
。

し

か
し

、
そ

の

デ
カ

ル
ト
も
他

方

で

は
、
身
体

が
物

体

で
あ
る

と
し

て
も

、
そ

れ
は
非

常

に
特

異
な
物

体

で
あ

る



こ
と
を

認

め
て

い
た
。

と

い
う

の
も

、
私

は
他

の
物

体

か
ら
離

れ

る
よ

う

に
は
、

こ

の
身

体

か

ら
は
離

れ

る

こ
と

は

で
き
ず

、
ま

た
、
私

が
様

々

な

感
覚

を
持

つ
の
は

、
こ

の
身
体

の
内

に
、

こ

の
身

体

の
故

に

で
あ
る

、
と

い
う

理
由

に
よ

っ
て
、

そ
れ

は
唯

一

「
私

の
も

の
」

と
呼

ぶ

べ
き
物

体

だ

か
ら

で
あ

る
。
し

か
も

、

こ
う

し
た

こ
と

に
よ

っ
て
、
私

は
水

夫

が
船

の
中

に
居

る
様

に
私

の
身

体

の
中

に
居

る

、
と
欝

う

だ
け

で

は
不
十

欝

分

な

、
も

っ
と
密

接

し
た
仕

方

で
私

は
私

の
身
体

と

結

び

つ

い
て
い

る
、
と

い
う

こ
と

を

「
自
然

が
教

え

る

」。
こ
の
様

な
意

味

で
の
身
体

こ
そ

、

デ
カ

ル
ト
を

「心

身
合

こ

へ
と
導

く
も

の

で
あ

っ
た
だ

ろ

う
。

フ

ッ
セ

ル
に
お

い
て
も

、
還
元

に
よ

っ
て
意

識

が
そ

れ
か

ら
引

き
離

さ
れ

る

と
言

わ
れ

る
身
体

と

は

、
実
在

と

し

て
の
身
体

、
従

っ
て

、
物

体

と
し

て

の
身

体

で
あ

っ
た

、
と
言

っ
て
よ

い
。

し
か

し
、
彼
も

ま

た

、

『
イ
デ

ー

ン
ー
輪
執
筆

の
前

後

の
時

期

に
、
極

め

て
特

異
な
物

体

と
し

て
の

身

体

(私

の
身
体

)

の
分
析

に
力

を
注

い
で

い
る
。

デ

カ

ル
ト

の
語

っ
た
事

を

、

フ

ッ
セ

ル
流

に
敷

術
す

れ
ば

、
次

の
…様

に
な
ろ

う
。
身

体

は

、

私

が

そ

こ
か
ら

、
ま

た
、

そ

の
内

に
感

覚

を
受

け
取

り

、
そ

れ
を

通
し

て
物

を
知

覚
す

る
所

の

「
知
覚

器
官

」

で
あ
り

、
そ

の
様

な
も

の

と
し

て
、

知

覚

の
現
場

に
常

に
居

合
わ

せ

て

い
る
。

ま

た
、

そ
れ
故

、
身

体

は
、
知

覚

さ
れ

た
物

が
様

々
な
方

位

に
お

い

て
現

出

す

る
際

の

「方

位
零

点

」

ぬ

も

ヘ

へ

で
あ

り
、
私

が

そ

こ
か
ら
離

れ

る

こ
と

の

で
さ

な

い

「
絶
対
的

な

こ

こ
」

で
あ

っ
て
、
上
下

.
左
右

・
前

後

と

い
う
書

い
方
も

、

元
来

こ

こ
か
ら

㈱

の

み
意

味

を
得

る

こ
と
が

で
き

る
。

し

か
し

、
そ

れ
故

に

こ
そ
、
私

は
私

の
身
体

の

一
部

は
見

る

こ
と
も

触

れ
る

こ
と
も

で
き
る

が
、

他

の

一
部

は
触

れ

る
こ
と

は

で
き

て
も

見

る

こ
と
は

で
き
ず

、
あ

る

い
は

、
見

る

こ
と
も
触

れ

る

こ
と
も

で
き

な

い
。

「私

に

と

っ
て
、
す

べ
て
の
知

覚

の
媒

介

と

し

て
役

立

つ
、
そ

の
周

じ
身
体

が

、
そ
れ

自
身

の
知

覚

に

お

い
て
は
邪

魔

を
す

る
」

(
　

).
従

っ
て
、

そ
れ

は

、
他

の
物

体

の
様

に
は

知

覚

で
き

な

い
、
換
言

す

れ
ば

、

「不

完
全

に
し
か

構
成

さ

れ
な

い
物

」
　

)
な

の

で
あ

る
。

し

か
し

フ

ッ
セ

ル
は
、

こ

の

「
不
完

全

に
し
か

構
成

さ
れ

な

い
物

」

と

い
う
特

異

な
物
体

と

し

て

の
身

体

、
逆

に
言

え
ば

、
不
完

全

で
あ

れ
物

と
し

て
知
覚

さ

れ
た
身

体

に
留

ま

る
の

で
は

な
く

、
も

は

や
物

と

し

て
知

覚

さ
れ

る

の

で
は
な

い
様

な
身

体

、
従

っ
て
、
も

は

や
は

っ
き
り
物

体

囚
a
ぞ
雪

と
は

異
な

る
語

に
よ

っ
て
呼
ば

れ

る

べ
き
身
体
　

へ
と
論

を
進

め
る

こ
と

に
よ

っ
て
、

デ
カ

ル
ト
的

な
物

体
ー

身
体

を
越

え

て
行

ヘ

へ

く
。

し

か
も

、
こ
の
様

な
身
体

は

、

「
心
身
合

こ

を

、
物

(物
体

ー
身

体

)
と
心

と

の
間

に
お

い

て
と
は

根
本
的

に
異

な
る
仕

方

で
把

え
る

こ
と



を
可
能

に
す

る
も

の
と
な

ろ
う

。

こ
の
身

体

は
、

還
.兀
に
よ

っ
て
意

識

か
ら

引
き
離

さ

る

べ
き
実

在

と
し

て

の
物

体

ー
身
体

と

は
異

な

る
も

の

で

あ

り
、

そ
れ
故

逆

に
、
還

元

に
よ

っ
て

こ
そ
物

体

ー
身
体

と

は
異

な

る
も

の
と
し

て
見
出

さ
れ
得

る
様

な
身

体

で
あ

る
。

現
象
学

的

還
元

こ

そ
が

、

デ

カ

ル
ト
的
な
物

体

ー
身
体

を
越

え

る
身
体

論

を

纏
能

な
ら

し

め
る
と

言
え

よ
う

。

で
は

、
そ
れ

は

、
ど

の
様

な
身
体

で
あ
ろ

う
か

。

『
イ
デ

ー
ン

ー
』

の
脱

稿
後

、
直

ち

に
執
筆

さ

れ

た

一
九

二

一年

の

『
イ
デ

ー

ン
H
』
草
案

の
中

で
、

フ

ッ
セ

ル
は
、
次

の
様

な
比

喩

を
記

し

て
い
る
。
1

例

え

ば
、
私

の
意

…識
が

一
つ
の
機
関

車

と
次

の
様

な
関
係

、
即

ち

、

こ
の
機
関

躯

が
給
水

さ
れ

た
ら

、
我

々
が
満

腹

と
呼

ぶ
様

な

快
適

な
感

情
を

私

の
意
識

が
持

ち

、
そ
れ

が
石

炭

を
焚

か
れ

る
と

、
暖

か
さ

の
感
覚

を
持

つ
、
と

い

っ
た
様

な
関

係

に
あ

っ
た

と
し

て
も

、

こ
の

機

関
車

は
、
私

の
意

識

に
と

っ
て

の

"身
体

"

で
は
な

い
で
あ
ろ

う

(
　

)。
1

こ
の
奇

妙
な
比

喩

は

、
何
を

言
わ

ん
と

す

る

の
か
。
何

故

、

こ
の
…機
関

車

は
、
私

の
身
体

と

呼

び
得

な

い
の
か
。

因

み
に
、

こ

の
機

関
車

の
比
喩

が

、
先

に
触

れ

た
デ

カ

ル
ト

の
水

夫

の
比
喩

を

一
歩
進

め
た
も

の

で
あ

る
こ
と

は

、
注
意

さ
れ

て
よ

い
。

つ
ま

り

、
デ

カ

ル
ト
は

、
私
が
私

の
身

体

と
結

び

つ
い
て

い
る

の
は
、
水

夫

が
船

と
結

び

つ

い
て

い
る
様

に
、
と

言
う

の

で
は
不

十
分

な

、
も

っ
と
密

接

し
た
仕

方

に
お

い
て

で
あ
る

と
言

う
が

、

そ
の
不

十
分

な
所

以
を

次

の
様

に
述

べ
て
い
た
。

も

し

、
そ
れ

が
水
夫

と
船

の
様

な

関
係

で
あ
る
と

す
れ

ば

、
「
身
体

が
傷

つ
け
ら
れ

て
も

、
丁

度

、
水

夫

が
船

の
ど

こ
か

が
殿

れ

た
時

、
視
覚

に
よ

っ
て
そ
れ

を
知
覚

す

る
様

に
、
私

は

こ
の
負
傷

を

た
だ
知

性

だ
け

で
知
覚

す

る

に
過

ぎ

な

い
筈

で
、
ま

た
、
身

体

が
食

べ
物

や
飲

み
物

を
必

要
と

す

る
時

、
私

は
た
だ

そ

れ
を
明

白

に
知
解

す

る
だ

㈱

け

で
、
飢

え

や
渇
き

と

い
う
不
分

明

な
感
覚

を

持

つ
こ
と

は
な

い
筈

だ
」
。
デ

カ

ル
ト
の
言

う
事

は

、
も

っ
と
も

で
あ

る
。

し

か
し

、
そ

れ

で
は

一

歩
進

め

て
、
も

し
、
船

が
傷

つ
け
ら

れ
た
時

、
私

は

そ
れ

を
知
性

に
よ

っ
て
知
覚

す

る

の

で
は

な
く

、
ま

さ

に
痛

み
を
感

じ

、
船

が
油

や
水

を
必

要

と

す
る
時

、
私

は

た
だ

そ
れ
を

知
解

す

る

の
で

は
な
く

、
ま

さ

に
飢

え

や
渇

き
を

感

じ
る
と

し

た
ら

、
ど

う
だ

ろ
う

か
。

こ

の
船

は

、
私

の
身

体

と

呼
び
得

る
か
。
勿
論

、
船

の
場
合

、
私

は

そ
れ

か
ら
降

り

ら
れ

る
訳
だ

が

、
さ

し
あ

た
り

そ

の
事

は
度
外
視

し
、
私

は

そ
れ

か
ら
降

り

ら
れ

ず

離

れ
ら

れ
な

い
、

と
す

る
。
問

題

は

、
私

が
物

体

と
看

倣

し

て

い
る
船

か

ら
、
私

は
感

覚

を
受

け
取

り

、
従

っ
て
ま

た

、
そ

れ
は
私

の
知

覚

器

官

と

も

な

っ
て

い
る
と

い
う
条

件

を
満

た
す

時

、

そ
れ

は
私

の
身

体

で
あ

る
か
、

と

い
う
問

い

に
あ
る
。

こ
れ

こ

そ
、

フ

ッ
セ

ル
の
機

関

車



の

比
喩

に
託

さ
れ

た
意

味

で
あ

っ
た
。

そ
し

て
、

そ
れ

で
も

な
お

、

そ
れ

は
私

の
身

体

で
は
な

い
、

と

い
う

の
が
彼

の
答

え

で
あ

っ
た
。

そ
れ

は
何
故

か
.

ヘ

ヘ

へ

ぬ

も

ぬ

も

そ
れ

に
は
ま

ず

、
私

が
感
覚

を
持

つ
の

は
、
他

の
物

体

の
内

に
で
は

な
く

、
ま

さ

に
、
私

の
身

体

(あ

る

い
は

そ

の
部

分

)

の
内

に

で
あ

る

、

と

い
う

デ

カ

ル
ト

の
言
葉

を
思

い
起

こ
さ
ね

ば

な
ら

な

い
。
身
体

が

傷

つ
け

ら
れ

る
時

、
私

は
痛

み
を
感

じ

る
が

、
私

が
そ

れ
を

感

じ

る
の
は

、

へ

ぬ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

ま

さ

に
こ

こ
に
な

の

で
あ

る
。

た

だ
単

に
痛

み
を
感

じ

る
と

い
う

の
み

な
ら
ず

、

そ
れ

を

こ

こ
に
局

所

づ
け
ら

れ

て
　

感

じ
る
。

従

っ

ぬ

あ

も

へ

も

へ

て
、
そ

れ
は
痛

さ

の
感
覚

で
あ

る
と
同

時

に
、

こ

こ

に
局

所

づ
け
ら

れ

た
感
覚

と
し

て
、
身

体

の
感

覚

で
も

あ
る

。
と
言

っ
て
も

、

こ

の
局

所

づ

け

と
は

、
物
体
　

身

体

の
延
長

を
前

提

す

る
も

の

で
は

な

い
し
、

こ

の
身

体

感
覚

は
、
物

体
　

身
体

に

っ
い
て

の
感
覚

で

は
な

い
。
物

体

ー
身
体

も

へ

と

い
う

実
在

の
連

関
を

エ
ポ

ケ

ー
し

て
も
残

存

す

る
、
換

言

す
れ
ば

、

未

だ

「客

観
的

」

な
延

長

と
し

て
構

成
さ

れ

る

こ
と
な

し

に
、

そ
れ
以
前

ヨ

ヘ

へ

に
、
そ

の
手
前

に
あ

る
、
言
わ

ば

「
主

観

的

」
な

拡
が

り
な

の

で
あ

る
.
こ
の
感
覚

の
局
所

づ

け
と

い
う
相

を

フ

ッ
セ
ル
は
感
覚

態
　

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

(
　

)

と
呼

ん
だ

が

、
そ
れ

は

、

こ
の
様

な

「
主
観
的

」
な
拡

が

り
と

し

て

の
身

体

(拡

が

る
身
体

)

の
感
覚

で
あ
り

、
従

っ
て
、

物

知
覚

の

一
種

と
し

て

の
物

体

ー
身
体

の
知

覚

と

は
ま

っ
た
く

異

な

る
身

体

知
覚

(構

成
)

の
仕

方

が

あ

る
こ

と
を

意
味

し

て

い
た
。
.

フ

ッ
セ

ル
は
、
右
手

で
左

手

に
触

れ

る
と

い
う

例
を

し
ば

し
ば

用

い
て

い
る
。
右
手

に
と

っ
て
は
他

の
物

体

に
触

れ

る
時

と

根
本

的

な
差

異

は

な

い
左

手

が
、
他

の
物

体

と
異

な

る
の

は
、

そ

こ

に
触

れ
ら

れ

る
と

い
う

感
覚

が
生

じ

る

こ
と

で
あ

る
。

し
か

し
、

こ

の
感
覚

は

、
何

か

に
よ

っ

ヘ

ヤ

ヘ

へ

ぬ

へ

ぬ

を

ヘ

へ

て
触

れ
ら

れ

て

い
る

こ
と

と
共

に
、
ま

さ

に

こ
こ
が
触

れ
ら

れ

て

い
る

こ
と
を

示

す
。

こ

の
感
覚

態

と
呼

ば
れ

た
現

象

こ
そ

が
、
感

覚

の
在
処

と

し

て

の
身

体
を

示

し
、

こ

の
感

覚
態

に
よ

っ
て
こ
そ

、
右
手

に
と

っ
て

は
物
体

に
過

ぎ

な

か

っ
た

「
そ
れ

が
身
体

と

な
り

、
そ

れ

が
感

じ
る

霧

ヘ

ヘ

へ

も

し

　」

(
　

)

と

い

う

こ
と

が
生

じ
る

。

つ
ま

り

、
そ

れ
は

感

覚

の

拡

が

る
身

体

(
感

じ

る
身

体
)

と

な

る

の

で
あ

る
。
従

っ
て
、
先

の
機
関

車

の
例

も

、
そ

れ
が
私

の
身

体

と

な
る
為

に
は
、

そ
れ

が
物

体

(機
関

車

)
と

し

て
知
覚

さ

れ

て
い
る

こ
と

に
、

そ

こ

か
ら
感
覚

を
受

け

取

る
こ
と

を
加

え

る
と

い
う

の

で
は

な
く

、
初

め
か

ら
、
物

体

と

し

て
知

覚

さ
れ

る

の
と

は
根
本

的

に
異

な

る
感
覚

態
と

い
う
仕
方

で
感
じ

る
身
体

と

し

て
知

覚

(構

成
)

さ

れ

て
い
る

の

で
な

け
れ

ば

な
ら

な

い
。



し

か
し
勿
論

、
す

べ
て
の
感
覚

が

、

こ

の
様

に
感

覚

態

と
し

て
局

所

づ
け
ら

れ

、
身

体

感
覚

と
し

て
も
機

能

す

る
と

い
う

訳

で
は
な

い
。

右

に

挙

げ

た
例
も

、
専

ら

、
触

覚

(痛

覚
も

含

め

)

に
限

ら

れ
た
話

で
あ
り

、
視
覚

や
聴
覚

に
お

い
て
は

、
色

の
感

覚

が
眼

の
内

に
、

あ

る

い
は

、
音

の
感
覚

が
耳

の
内

に
局
所

づ

け
ら

れ

た
り

す

る

こ
と
は

な

い
。

従

っ
て
、
私

の
身
体

の
知
覚

(構

成

)

に
お

い
て

、
触

覚

は

、
特
権

的

な
役
割

を

担

っ
て

い
る

の

で
あ
る
。

「
眼

し
か
持

た

な

い
　

主

観

は
、
現

出

す

る
身

体

を
持

ち
得

な

い
で
あ

ろ
う

」

(
　

　
)。
即

ち
、
他

の
感
覚

(就

中

、
触

覚

で
あ

る

が
)
を

持

た
ず

、
視
覚

の
み
を
持

っ
様

な
t

観

は

、
な

る
ほ

ど
或

る
特

異

な
物

体

(絶

え
ず

視

野

の
周

辺

に

つ
き

ま

と
う
物
体

)
を
見

る
か
も

し
れ

な

い
が

、
そ
れ

は

、
例

え
ば

、
頭

に
被

せ
ら

れ

た
帽

子

の
大

き

な
庇

と

か
、
或

る
仕

掛

け

に

よ

っ
て
絶
え
ず

視

野

の
中

心

に
来

る
様

に
ぶ
ら

下
げ

ら
れ
た

人
参

な
ど

と
区

別

さ
れ

る
こ
と

は
な
か

ろ
う

。

「身
体

が
そ
れ
と

し

て
根
源

的

に
構
成

さ

れ

る
の

は
触

覚

性

に
お

い
て

で
あ

る
」

(
　

)。

し
か

し
、
更

に
歩
を
進

め

る
な

ら

、

こ
の
触
覚

も
実

は

、
そ

れ
だ

け

で
成

立

し

て

い
る

の
で
は

な

い
。
右

手

で
左
手

に
触

れ

る
と

い
う
特

殊

な

例

で
な

く
と
も

、
右

手

で
机

に
触

れ

る
と

い
う
場
合

に
も

、
同

じ
感
覚

の
現
象

が
、

一
方

で
は
、
机

の
固
さ

・
冷

た
さ

・
滑

か

さ
を

呈
示

す

る
感

覚

と
し

て
、
他

方

で
は

、
右
手

と

机
と

の
接
触

面

に
広

が

る
感
覚

態

と
し

て
機
能

す

る
と

言
え

る
。

し

か
し

、
そ

う
し

た
感
覚

が
生

じ
る

の
は

、

へ

ぬ

へ

机
を

撫

で

る
時

で
あ

っ
て
、
も

し

、
私

が
机

に
手

を
置

い
た
ま
ま

動

か
さ

な
け

れ
ば

、

そ
れ
ら

の
感

覚

は
麻
痺

し

て
し

ま
う

で
あ

ろ
う

し

、
更

に

は

、
も

し
、

そ

の
接

触

に
初

め
と
終

り

が
な

か

っ
た
ら

、
そ
も

そ
も

接
触

感

す
ら
生

じ

な

い

で
あ

ろ

う
。
触
覚

は

、

「撫

で
る
」
と

い
う
身

体

の
動

き

に
よ

っ
て
生

じ

、

こ
の
身

体

の
動

き

の
感
覚

と
絶

え

ず
連

動
し
合

っ
て
い
る

の

で
あ

る
。
従

っ
て
、
触

覚

が
身

体

感
覚

(感

覚
態

)

と
表
裏

一

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

体

と

な

っ
て
い
る

と
言
う
時

、

こ

の
身

体

感
覚

と

は
、
単

に
拡

が

る
身
体

の
感
覚

で
あ

る
ば

か

り

で
な
く

、
動

く
身

体

の
感
覚

で
も

あ

っ
た

訳

で

あ

る
。

こ
れ

こ
そ

、

フ

ッ
セ

ル
が

『物

と
空
間

』

以
来

、
運
動

感
覚

囚
ぽ
似
ω
葺
Φ
ω
①
と
呼

ん

で
来

た
も

の

で
あ

っ
た
。

し

か

し
、

こ
こ

で
も

、

そ
れ

は
物
体

ー

身
体

の
運

動

に

つ
い
て
持

つ
感

覚

で
は

な

い
、

と

い
う
事

が
注
意

さ

れ
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。
彼

は
同

書

に
お

い

て
当
時

の
心
理
学

界

で
用

い
ら

れ

て

い
た

「
或
る
特

別

な
筋
肉

感
覚

」

と
し

て
の
運
動

感
覚
　

と

い
う

用
語

を

、

根
本
的

に
異
質

な
現
象

学
的

概
念

へ
と
改

造

し
た

の

で
あ

っ
た
。

「
筋
肉

感
覚

」
は

、
既

に
特

定

の
生

理
学

的

・
解
剖

学
的

知
識

を
前

提

す
る

概
念



で
あ

る
が

、

フ

ッ
セ

ル
の
キ
ネ

ス
テ
ー

ゼ
は

、
そ
う

し

た
知

識

を

す

べ
て

エ
ポ

ケ

ー
し

た
後

に
も

残
存

す

る
、
換
言

す

れ
ば

、

「筋

肉

」
と

い
う
物

ヘ

ヤ

ヘ

へ

体

ー
身

体

の

「客

観

的

」
な
運

動

の
手
前

に
あ

る

「主

観

的

」
な

動
き

の
感

覚

で
あ

る
。
そ

れ
は

、
運

動

に

つ
い

て
持

つ
感

覚

な

の
で
は

な
く

、

む

し
ろ

・
運
動

即
感

覚

で
あ

る
様

な
動
く
感
覚

で
あ

り
、
従

っ
て
、

「
動

か
さ

れ

る
」

に
お

い
て
よ

り
、

「
動

く
　

」

に
お

い
て
示

⑳

さ

れ

る
も

の
で
あ

り
、

そ

の
様

な
も

の
と

し

て
、
或

る
種

の
自

発
性
　

を
持

つ
感
覚

と
言

え

よ
う
。

こ
う
し

た
事

を
表

す
為

に

こ
そ

、

彼

は

、
生
理
学

的

心
理
学

的

な
手

垢
が

つ
か
ず

、
し

か
も

、
運

動
と

感
覚

が

一
体

と
な

っ
た

キ
ネ

ス
テ
…

ゼ
と

い
う
語

を
選

ん
だ

の
で

あ
り
、

そ

⑳

れ
は

ま
さ

に
、
現
象

学

的
還

元

に
よ

っ
て
獲

得

さ
れ

る

「
純
粋

現
象

」

で
あ

っ
た

。

こ
の
様

な
キ

ネ

ス
テ
ー
ゼ

が

、
触
覚

の
み

な
ら
ず

他

の
感
覚

と
も

連
動

し
合

い
、
ま

た

、

こ
れ
ら

の
感
覚

の
生

成

の
条

件
と

な

っ
て
い
た

の

で

あ

る
。
フ

ッ
セ
ル
は

、

「眼
を

こ
う
向

け
た

ら

、
像

が

こ
う
変

わ

る
」

と

い
う
単

純

な
例
を

使

っ
て
、
物

の
知
覚

(構

成

)

に
際

し

て
、

二
種

類

の

感
覚

が

そ
れ

ぞ
れ
異

な

る
役

割

を
果

し

て

い
る
と

言
う

。
即

ち
、

一
方

で
は
、
像

と

呼
ば

れ
た

感
覚

(感
覚

辱
件

)
が

、

(
鰍
で
述

べ
た
如

く
)
物

ヘ

ヘ

ミ

も

へ

の
性

質

を
呈
示

す

る
も

の
と

し

て
、
即

ち

、
何

か
と

し

て
統

握

さ
れ

る
と

い
う
仕
方

で
機
能

し

、
他

方

で
は

、

「眼

を
動

か
す

」
と

い
う

キ
ネ

ス
テ

ー
ゼ
が

、
こ
れ

は
右

の
様

に
統
握

さ

れ

る

の
で
は

な
く

、

「
こ
う

す
れ
ば

…

こ
う

な
る
　

」
と

い
う
関

係

に
お

い
て
、
何
か

と

し

て
統

握

さ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

れ

る

べ
き
感
覚

の
生
成

を
動
機

づ

け

る
　

、
と

い
う
仕
方

で
…機
能

す

る
。
「
物

を
か
く

か
く

と

し

て
統

握

す

る
こ
と

は

、
こ
う

し
た
動

機

づ
け
関

係

な
し

に
は
考

え
ら
れ
な
い
し
(
　

)。
感
覚

は

、
こ

の
様

に
キ
ネ

ス
テ
ー

ゼ

に
よ

っ
て
動
機

づ

け
ら
れ

る
こ
と

に
よ
り

初

め

て
、

何

か
と

し

て
統
握

さ
れ

る
感
覚

と

な
り
得

る
の

で
あ

る
か

ら
、

そ
れ

は
も

は

や
、
単

な

る
所
与

を
受

け
取

る
と

い
う
受
容

性

で

は
な
く

、
む

し

ろ
、

㈱

「動

く
」

と

い
う
キ

ネ
ス
テ
ー

ゼ

の
自

発

性

に
よ

っ
て
成

立

す

る
、
一、蹟
わ
ば

「能

動
性

の
成

果

」
な

の

で
あ

る
。

物

の
知
覚

と

は
、

感
覚

与
件

が

何

か
と

し
て
統

握
さ

れ

る
こ
と

で
あ

っ
た
が

、
そ

の
こ
と
自

体

が

、
こ

の
キ
ネ

ス
テ
ー
ゼ

に
よ

っ
て
支

え
ら

れ
て

い
た
訳

で
、

「
知
覚

す

る

こ
と

に

は

、
自

由
運

動

と
し

て
の
身

体
運

動

の
可
能

性

が
属

し

て

い
る
し

(
　

)

の

で
あ

る
。
こ

の
様

な
意
味

に
お

い
て
、
動
く
身

体

感
覚

と

し

て

の
キ
ネ

ス
テ
ー
ゼ

は
、
言

わ
ば

、
物

の
知

覚

の

「
可
能

性

の
条
件

」
と

し

て
、
「
超
越

論
的

」

な
機
能

を

持

っ
て
い

る
と
言

う

こ
と
も

で
き

よ
う

。

か
く

て
、
物

の
知

覚

と
は
根

本
的

に
異
な

る
身

体

の
知
覚

(構
成

)

の
仕

方

が
あ

り
、

そ
れ

に
よ

っ
て
把

え
ら

れ
る
身

体

は
、
物

体
　

身
体

と



は
異

な
り

、
還
元

に

よ

っ
て
意
識

か

ら
引
き

離

さ
れ

る

の

で
は
な
く

、
む

し

ろ
、
還
元

こ
そ

、

こ
の
様

な
身
体

の
発
見

を
可
能

に
す

る
も

の

で
あ

っ
た
。

そ

れ
故

、

こ
の
様
な

身
体

に

つ
い
て

は
、
意

識
も

ま

た
身

体

を
持

つ
、
と
、..口
う

こ
と

が

で
き
よ

う
。

の

み
な
ら
ず

、
キ
ネ

ス
テ
ー

ゼ
、
あ

る

い
は

、
動
く
身

体

と
し

て

の
キ
ネ

ス
テ
ー
ゼ

的
身

体

は
、
物

の
知

覚

に
お

い
て
、

「超

越
論

的

」

に
機

能

し

て
お
り

、
従

っ
て
そ
れ

は

、
「
構
成

さ
れ

た
も

の
」

に

で
は
な

く
、

む
し

ろ

、
「
構
成

す

る
も

の
」

に

、
即

ち
、

「超

越
論

的

」
な
次

元

を
表

す
も

の

と
し

て
の
意

識
に
属

し

て
い
る

、

⑳

換
言

す
れ

ば

、

「超
越

論
的

主
観

性

に
は

、
身
体

性
も

属

し

て

い
る
」
と
き
.口
う

こ
と

が

で
き

よ

う
。
そ
し

て
、

こ
の
様

に

し

て
見

出

さ
れ

た
主

観

的

」
な
身
体

、

キ
ネ

ス
テ
ー
ゼ
的

身
体

は

、

「心
身

合

一
」
を

、
物
体

ー
身

体

と

の
関

係

に

お

い
て
と

は
根
本

的

に
異

な
る
仕

方

で
理
解

す

る

こ
と

を

可
能

に
す

る
も

の
と

な
ろ
う

。

四

人

格

⑳

ヘ
へ

ゆ

デ

カ

ル
ト
の

「
心
身
合

一
」
論

に
は

、
脳

髄

・
神
経

・
動
物

精
気

・
松
果
腺

と

い

っ
た
生

理
学

的

概
念

に
よ

っ
て
語

ら

れ

る
心
身
結

合

の
相

と
、

ロ

ヘ

へ

ね

「
日
常

生
活

や
人

々
と

の
交
際

を

通

じ

て
理
解

で
き
る
よ
う

に
な

る
」
心
身

合

.
の
相

が

あ

る
よ
う

に
思

わ

れ
る
。

フ

ッ
セ
ル
は

、

(
二
で
見

た
如

く

)
自

然
的

経
験

と
物

理
学
的

思
惟

と

い
う

二

つ
の
異
な

る

「物

」
把
握

を
区

別

し
た

が
、

「
人

」
把
握

に

つ
い
て
も

、
そ

れ

と
.平
行

す

る
区
別

を

し

て
お
り

、
そ

れ
は
丁
度

、

こ

の
心
身

合

一
と

心
身
結

合

に
対
応

す

る
よ

う

に
思

わ
れ

る
。

そ

の
.区
別

の
萌

芽

は
、

一
九

一
二
年

『
イ
デ

ー

ン
H
』
草

案

の

「自

然

科
学
的

態
度

と

精
神

科
学

的
態
度

」

に
見
出

さ

れ

る
。

そ
れ

に
依

れ
ば

、

人

間
的

主
観

に
向

か

う

二

つ
の
態

度

が
あ

り
、

そ
れ

は

、

一
方

で
は

「
心
的
　

自

我

」
と
し

て
、
他

方

で
は

「
人
格

的
　

自
我

」

と

し

て
統
握

さ
れ

る
。

こ

こ
で

「
心
的
」

と

い
う

の
は

、
自
然

科
学

的

心
理
学

に
よ

っ
て
把

え
ら
れ

る
限

り

の
も

の
を
表

し

て

お
り
、
結

局

、

こ

の
区

別

は
、

人
間

的
主
観

を

、
自
然

科
学

の
対

象

た
る

「
自
然

」

と
し

て
把

え

る
か
、
精

神
科
学

の
対
象

た

る

「
精
神
　

」
と

し
て
把

え

る

か

、

の
区
別

と
な

る

(
　

)。



こ
こ

に
言

う
自

然

科
学
的

態
度

は
、

一
一
年

『厳

密

な
学

と
し

て

の
哲
学

』
の
自

然
主

義
的

態
度

に
対
応

す

る
。
そ
れ

に
依

れ
ば

、

「白

然
お
義

者

は

、
自
然

、

そ
れ
も

さ

し
あ

た
り

、
物

的
自

然

以
外

は
何

も
見

な

い
。
存

在

す

る
も

の
は

す

べ
て

、
そ
れ

自
身
物

的

で
あ

る
か
、

あ

る

い
ば
、

心
的

な

も

の

で
あ

っ
て
も

、
単

に
物

的

な
も

の
に
依

存

し

て
変

化

す

る
も

の
、

せ

い
ぜ

い
、

二
次

的

な

"平

行

的

随

伴

事

実

"

に
過

ぎ

な

い
」

ヘ

ヘ

へ

ぬ

(
　

)。
自
然

主
義

的
態

度

に
お

い
て
は

、
心

的

な
も

の
が

、
物

的

な
も

の
に
従

属

・
依
存

す

る
も

の
と

し

て
結
合

さ

れ
る

。
他
方

の
精

神
科

学

的
態

度

に

つ
い
て
は
、
同

書

で
は
、

「
精
神

科
学

者

は
、
す

べ
て
を
精

神

、
即

ち

、
歴
史

的

形
成
体
　

と
看

倣

そ
う

と
す

る
」

(
　

)

と
、
専

ら

、
そ
れ

の
陥

る
歴

史
主

義

や
世
界

観

哲
学

と

い
う
傾

向

が
批
判

さ

れ

る
ば

か
り

で
あ

っ
た

が
、
右

の
草
案

で
は
、

精

神

は

、

「
心
的
物

的
依

存
性

」
に
よ

っ
て
は

汲

み
尽

さ
れ

な

い
も

の
と

し

て
、
そ

の
積
極

的
側

面

に
光

が
当

て
ら

れ

て

い
る
。

し
か

し
、
こ
の
精

神

が
、
人

格
　

と
呼
ば

れ

て

、
遥

か

に
生

き
生

き

と

し
た
姿

で
甦

り

、
そ

れ

に
重
要

な
位

置

が
与

え
ら

れ

た

の
は
、

一
三
年

の

「
H
草
稿

群

」

と
呼
ば

れ

る

『
イ
デ

ー

ン
H
』
第

三
篇

「
精
神

的
世

界

の
構

成
」

の
為

の
草

稿

に
お

い
て

で
あ

っ
た
。

そ

こ

で
は
、

問
題

な

の
は
、
も

は
や
自

然

科
学
的

態

度

と
精
神

科
学

的

態
度

の
対

比

で
は

な
く

、
自

然
主

義
的

態
度

と
人

格

主
義

的
態

度

の
対

ヘ

ヘ

へ

比

で
あ

る
。
人

格
主
義

的
態

度

と

は
、
人

為
的
　

な
態

度

で
は

な
く

、
ま

さ

に
自
然

的

な
態

度

、
即
ち

、

「
我

々
が
共

に
生

き

、
互

い
に

語

り
合

い
、
互

い
に
挨

拶

の
手

を

さ
し
伸

べ
、
愛

や
嫌

悪

、
意
向

や
行

為

、
等

に

お

い
て
互

い
に
関
わ

り
合

っ
て

い
る
時

、
我

々
が

い

つ
も

そ

の

内

に
あ

る
」

(
　

)

よ
う

な
態
度

な

の

で
あ
る

。
も

は

や
、

「自

然

科
学
者

は

す

べ
て
を

自

然
と
看

傲

し

、
精
神

科
学

者

は
す

べ
て
を
精

神

と
看

倣
す

」
と

い
う
様

な

「
二

つ
の
等

し

い
権

利

を
持

ち

、
等

し

い
秩

序

づ
け

を
持

っ
た
態
度

が

問
題

な

の

で
は
な

い
」

の

で
あ

っ
て

、
自
然

主

義

的
態

度

は
人

格
主
義

的
態

度

に

「従

属

」

し

て

い
る
の

で
あ

る
　

)。

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

心
身

の
関

係

は
、
自

然
主

義
的

態
度

に
お

い
て
は

、
因
果

性

に
よ

っ
て
特

徴

づ
け

ら

れ

る
の

に
対

し

、
人

格
主

義
的

態
度

に
お

い
て
は

、
動

機

ヘ

へ

づ
け

に
よ

っ
て
特

徴

づ
け

ら
れ

る
。

そ

れ
は

、
自
然

主

義
的

態
度

に
お

い
て
は

、

「視

神
経

が
自

然
客

観

か

ら

"
刺
激

"
を

受

け
、
そ

れ

に
よ

っ
て

生

じ
神

経
系

を
伝

播

す

る
興

奮

が

、
中
枢

神
経

に
達

し
…

…
」
と

い

っ
た
仕

方

で
考

え
ら

れ

る
。

そ
れ

に
対

し
、

人
格

主
義

的
態

度

に
お

い

て
は
、

「
"刺

激

"
と

い
う

概
念

が
、

根
本
的

に
新

し

い
意

味

を
得

る
」

(
　

)。
即
ち

、

そ
れ

は
、
物

理
学

的

な
物

と
自

然
と

し

て

の
人

間

と

の
因



果

関
係

と

し
て

で
は
な

く
、
総

囲
世

界
　

の
物

と
人

格
的

ヒ
体

と

の
問

の
動
機

づ
け
関
係

と

し

て
規
定

さ
れ

る
。
例

え
ば
、

「
私

の
手

に
棒

へ

ぬ

へ

が
当

た
る
。

だ

か
ら
　

私

は
、
接

触

・
圧

追

・
軽

い
痛

み
を
感

じ

る
」

(
　

)。
し
か

し
、

こ

の

「だ

か

ら
」
と

は
、
何

ら
物

理

・
生

理

・
心
理

的

に
因
果

づ

け
ら
れ

る

こ
と
を
言

う

の
で

は
な
く

、

「私

」

が

「
棒

」

に
よ

っ
て
動
機

づ

け
ら

れ

る
こ
と

を
き
、目
う

の

で
あ
る
。

従

っ
て
、

こ
の
人
格

主
義
的

態

度

に
お

い
て
は

、
も

は
や

、
因
果

纏

に
よ

っ
て

心
を
身

体

の
内

に
置

き

入
れ

る
　

と

い
う
仕

方

で

心
身

ヘ

ヘ

ヘ

へ

結
合

が

考

え
ら
れ

る

の

で
は

な
く

、
初

め
か

ら

一
挙

に

「
具
体

的

な
心
身

の
統

一
　

」
と

し

て
、
「
人
格
的

駐
.体

が
端

的

に
措

定
　

　
さ

れ

る
」

(
　

)

の

で
あ

る
。

フ

ッ
セ

ル
は

、
こ
の
心

身

の
統

一
を

、
表

現

と
表

現

さ
れ

た
も

の

の
統

一
と
類
比

的

に

語

っ
て

い
る
。
表

現

に
お

い
て
重

イ

ン
ク

の
染

み

の
…様
な
単

な

る
物

に

、
意
味

と

い
う
言
うわ
ば

第

、
一
の
物

が

結
合

し

て

い
る

く
零
ぴ
蓉

傷
窪

の

で
は

ヘ

ヘ

ヤ

も

な

く
、

意
味

は
記

号

と
或

る
仕

方

で
融

合

し

て

い
る
　

の

で
あ

っ
て
、

そ
れ

は
ま

さ

に
統

一

(
一
っ
)
　

で
あ

っ
て
、

二

つ
の
も

の
の
結
合

で
は
な

い
。
む

し

ろ
、
こ
の

「統

一
が

、
統

握

さ
れ

る
態
度

の
変

更

に
よ

っ
て
、
身

体

と
意

味

へ
区

別
さ

れ

る
」

(
　

)
の

で
あ

る
。

こ

の
統

一
に
お

い
て
、

初

め
か
ら

、

記
号

は

「意

味

す
る
も

の
」
と

し

て
、
意

味

は

「
意
味
さ
れ

た
も

の
」

と

し
て

の
み

あ
り

、
そ

れ

㈱

と

同
様

、
心
身

の
統

一
に
お

い
て
も

、
初

め

か
ら

、
身

体

は
徹

頭
徹

尾

「
魂

に
満

ち
た
　

身
体

し

(
　

)
と
し

て
、
心

は
身
体

に

も

ぬ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

も

ち

ミ

ヘ

へ

も

へ

も

ね

も

も

ヘ

へ

ぬ

へ

魂

を
吹

き
込

む
も

の

と
し

て
の

み
あ

る
。
従

っ
て
、

「
人
格
的

世
界

の
人

間

は
、
精
神

の
表

現

と

し

て
の
身
体

と

、
そ

の
内

に
表

現

さ
れ

た
も

の
と

ヘ

ヘ

へ

し

て
の
精
神

と

の
、
人

格
主
義

的

態
度

に
お

い
て
与

え
ら

れ
た
統

一
で
あ

る
」

(
　

と

フ

ッ
セ

ル
は
言
う

の
で
あ

る
。

ヘ

へ

か
く

て
、
我

々
の
考
察

は

、

一
つ
の
頂
点

に
達

し

た
。
身

体

を
ま
ず

単

な

る

「
物

」

と
看

徹

し

、
因
果

姓

に
よ

っ
て

「
心

」
と

の
結
合

を

考
え

ヘ

へ

よ
う
と

す

る
自
然

主
義
的

態
度

と

は
根

本
的

に
異
な

る
仕
方

で
の
心
身

合

一
の
把

握

を

、
我

々
は

日
常
的

に
行

な

っ
て
い

る
。

こ
の
人

格
主
義

的

な

「人

」

の
把
握

が

、
自

然

主
義

的

な

「人

」

の
把
握

の

「
基
盤

」

で
あ

り
、
白

然
主

義

的
態

度
と

は

、
そ

れ
か
ら

の
或

る
種

の

「
捨
象

」
、
あ

る

い
は

、
「
人

格
的
霞

我

の
自
己

忘
却

」

(
　

)
に
よ

っ
て
生

じ

る
特
殊

な
態

度

に
他

な
ら

な

い
。

し
か

し
、
最

後

に
付

言

す
る

な
ら

、

フ

ッ
セ
ル
に

と

っ
て
、

こ

の
心

身

合

一
と

し

て
の
人
格

は

、
直

ち

に
、
「
超

越

論

的

」
次

元
を
表

す

も

の

と
し

て
の
意

識

、
即

ち
、
超

越

論

的

主

観

性

な

の

で
は

な
か

っ
た
。

人

格

は

、

一
つ
の
存

在

者

の
領

域
　

を
表

す
概

念

で
あ
り

、

そ
れ



は

、
個

人
　

と
し

て
既

に

「
構

成

さ

れ
た
も

の
」

で
あ

っ
て
、
様

々
な
領

域

の
根

源

に
あ

る

「
構
成

す

る
も

の
」

た

る

、
未

だ
人

格

-ー

個

人

な
ら
ざ

る

、
言

わ
ば
前

人

格

的

く
象

鷺

霧
象
鉱

な
主

観

性

と
同

一
視

す

る

こ
と

は

で
き
な

か

っ
た
。
彼

に
と

っ
て
、
人

格

で
あ

る
と
同

ヘ
ヘ

へ
ぬ

ね

時

に
超

越

論

的

主

観

性

で
あ

る

こ
と
は

、
徹

底

的

に

、
「
人

間

的

主

観

の
逆
説
　

」

(
　

)

で
あ

っ
た
。
「自

然

主

義
的

世
界

に

対

す

る
精

神

的

世

界

の
存

在

論

的

優
位

」

と

い
う
、
『
イ
デ

ー

ン
　
』

全

体

の
結

論

め

い
た
章
も

ま

た
、
何

か

そ
れ

に
似

た

「
逆
説

」
的

な
も

の

を

秘

め
て

い
る
。

つ
ま

り
、

一
方

で
は

、
精

神

的

世

界

と
は

、
我

々
が

「
人

格

と

し

て
絶

え
ず

そ

の
内

で
生
き

て
い
る
所

の
人

格

的

世

界

、
即

を

も

も

ち
、
生
世

界
　

)

で
あ

り

、
そ

れ

は
、

こ

の
生

世
界

の
優
位

を
意

味

す

る
、
と
考

え

ら
れ

る
。

し
か

し

、
他

方

で
は
、
そ

れ

は
、
「
自

然

の
相

対

性

と
精

神

の
絶

対

姓

」

と
言

い
換

え

ら
れ

、
「
主

観

は
自

然

で
あ

る

こ
と

に
解

消

さ

れ
な

い
。

と

い

う

の
も

、
そ

の
時

に
は

、
自
然

に
意

味

を
与

え

る
も

の
が

な
く

な
る

で
あ
ろ

う
か

ら
」
(
　

)
と
言

わ
れ

る
。

そ
れ

は
、
我

々

に

『
イ
デ

ー

ン
ー
』

に
お

け
る

「
実
在

の
栂

対
性

と
意

識

の
絶

対
性

」

の
条

り
を

想
起

せ
し

め
、

そ
れ

は

、
超

越
論

的
主

観
性

の
優
位

を
語

る
と
も
見

え
る
の

で
あ

る
。
し

か
し

、

フ

ッ
セ

ル
に
と

っ
て
、
「
あ
ら

ゆ
る
理

論

に
先
立

っ
て
世

界

が
与

え
ら

れ

て

い
る
」
(
　

)
と

い
う
生

世

界

の
構

想

と

、

「
絶

対
的
意

識

に

お
け

る
自
然

的
世

界

の
構
成
　

)
と

い
う
超

越

論

的

主

観

性

の
構

想

と
は

、

一
見

「
逆

説

」
的

に
見

え

る

と
し

て
も

、

決

っ
し

て
矛
盾

す

る
も

の

で
は
な

か

っ
た
。

そ
れ

と
言

う

の
も

、
超
越

論
的

主

観
性

と

は

、
生
世
界

に
お

い
て
、
生
世

界

の
探
求

を

通

じ

て
、

問

わ
れ

る

べ
き
も

の

で
あ

っ
た

か
ら

で
あ

る
。

し
か

し
、

そ
れ

に

つ
い
て
は

、
も

は

や
稿
を

改

め

て
論

じ
な

け
れ

ば
な

る
ま

い
。

註

　
の
略
。

働

左
記
が
そ

の
内
訳
で
あ
る
。

　)
〔以
下
　

と
略
。
　

に
つ
い
て
は
以
ド
届
様

〕
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〔
*
の
み
が
生
葡
公
刊
著
作
の
刊
行
隼
、
他
は
講
述
ま
た
は
執
筆
さ
れ
た
奪
〕
尚
、
『
イ
デ
ー
ン
嚢
』
の
取
り
扱

い
に
つ
い
て
の
み
付
誘
し
て
お
く
。
長

い

期
間

に
渡

っ
て
書
き
継
が
れ
た
草
稿
欝
か
ら
、
ラ
ン
ド
グ

レ
ー
ベ
の
編
集

に
よ

っ
て
成
る
、
現
在

の

『イ
デ
ー
ン
H
』
は
、
し
ば
し
ば

、
内
容
的
に
は
既

に
所
謂

「
後
期

」

フ
ッ
セ
ル
に
属
す
る
と
看
徹

さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
根
幹
的
な
部
分
の
ほ
と
ん
ど
が
、
執
筆
時
期
と
し
て
は
、
『イ
デ
ー
ン
ー
』
を
中
心

と
す
る

「
中
期
」

フ

ッ
セ
ル
に
属

し

て
お
り
、
従

っ
て
、
『
イ
デ
ー
ン
ー
』
と

の
繋
が
り

に
お
い
て
読
ま
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
れ
故

、
こ
こ
で
は
、
右

の
様

に
、
『イ
デ
ー
ン
H
』
の
草
稿
を
、
元
の
執
筆
時
期

に
戻
し
て
考

え
る
こ
と
に
し
た
。
そ
の
際
、
も

っ
と
後

に
執
筆
さ
れ
た
草
稿
が
あ
る
も

の
の
、
一

九

一
七
年

の
草
稿
ま
で
で
、

一
応

一
つ
の
ま
と
ま

り
を
成
し
、
そ

こ
で

7

デ

ー
ン
H
睡

の
骨
格
は
既

に
完
成
し
て
い
る
、
と
考

え
ら
れ
る
。
特

に
、
生

世

界
　

と
し

て
の
精
神
的
世
界

(後
述
四
参
照

)
の
構
想
が
そ

こ
で
既
に
提
出

さ
れ
て
い
る
こ
と
が
、
そ
の
理
由

で
あ
る
。
各

々
の
草
稿
の

執
筆
時
期

に
つ
い
て
は
、
　

)
を
参
照
。　

　
か
ら

の
引
用

は
、
巻
数
を

ロ
ー

マ
数
字
で
、
頁
数
を

ア
ラ
ビ

ア
数
字

で
略
記
。

実
を
言

え
ば
、
こ
の
問

い
は
、
結
局
、
現
象
学

と
心
理
学

の
区
別
と

い
う
問
題
で
あ
り

、
従

っ
て
、
現
象
学
的

還
元

と
は
何
か
と
い
う
問
題

で
も
あ
り
、

そ
れ
は

フ
ッ
セ
ル
が
生
涯
、
悪
戦
苫
闘
し
続
け
た
問
題

で
あ

っ
て
、

こ
こ
で
そ
れ
を
簡
単

に
要
約
す
る
と
い
う
訳
に
は
い
か
な

い
。

こ
こ
で
は
、
さ
し
あ
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た
り

、
そ
の
基
本
的
な
視
点
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
よ

い
.

㈲

.同
じ
事
は
、
感
覚

の
言
わ
ば
補
足
的
対
概
念

に
他
な
ら
な

い
統
握
作
用

に
対
し
て
も
言
わ
れ
る
べ
き

で
あ
ろ
う
。
即

ち
、
私
は
感
覚
を
見
て
い
る
訳

で

へ

も

は
な

い
の
と
同
様

、
私
が
感
覚
を
統
握

(解
釈
)
す
る
訳

で
は
な
い
、

'

働

筆
者

の
知

る
鰻
り
、
こ
の
罵
語
は

フ
ッ
セ
ル
の
も
の
で
は
な
く
、
筆
者

の
造
語
で
あ
る
。

し
か
し
、
内
在

(従

っ
て
ま
た
、
超
越

)
に
は
二
義
性
が
あ

り
、
実
的
内
在
と
志
向
的
内
在
が
区
別
さ
れ
譲
ば
な
ら
な
い
と
言
う
の
で
あ
れ
ば
、
実
的
内
在
i
実

的
超
越

、
志
向
的
内
在
i
も
心
向
的
超
越

と

い
う

二
対

の
用
語
法
は
、
形
式
的
に
は
可
能

で
あ
ろ
う
。

こ
こ
で
は
志
向
的
超
越
と
い
う
用
語
を
、
実
的
超
越
と
は
異
な

る
超
越
で
あ
り
、
志
向
的
内
在
を
も
越
え

て
い
る
、
志
向
的
関
係
自
体
を
越
え
出
て
し
ま

っ
て
い
る
、
即
ち
、
憲
識
と
の
閣
わ
り
を
持
た
な

い
、
と
い
う

こ
と
を
意
味

す

る
も

の
と
し
て
使
用
し
た
。

へ

も

も

ぬ

も

あ

も

へ

も

も

も

っ
と
も
今

の
場
合
、
物
理
学
的
な
物

が
志
向
的
超
越
で
あ

る
の
は
、
知
覚
憲

識
に
対
し
て

で
あ

っ
て
、
物

理
学
的
意
識

に
対
し
て
で
は
な

い
。

さ
し
あ

た
り
、
ζ
こ
で
問
題
に
な

っ
て
い
る
の
は
知
覚
意
識
で
あ
り
、
物

理
…掌
的
意
識

に
つ
い
て
は
後
述

(二
を
参
照
)。

瑠

以
上

の
様
な

フ
ッ
セ
ル
の
分

析
が

、
例
え
ば
、
鷺

ニ
フ
ッ
セ
ル
が
、
同

じ
机

の
例
か
ら

、
現
わ
れ
　

と
実
在
　

を
対
比
さ
せ
、
そ

れ
を
感
覚
与
件
　

と
物
的
対
象
　

(こ
れ
は
、
そ

の
ま
ま
物
理
学
　

の
領
域

に
属
す
る
と
考
え
ら
れ
る
〉

の
対
比

と
し

て
行
く
や
り
方

(
　

)
と
は
決
定
的

に
異
な
る
璽

に
注
意
さ
れ
た
い
。
英
語
圏
に
お
け
る
所
謂

現
象
主
義

に
せ
よ
因
果
説
に
せ
よ
、
共

に
、

こ
の
感
覚
与
件
と
物
的
対
象

と
い
う
ラ

ッ
セ
ル
流

の
対
比

か
ら
出
発
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
が
、

フ
ッ
セ
ル

は
そ
れ
と
は
根
本
的

に
挟
を
分

っ
て
い
る
奪

　「現
象
主
義
　

」
は
こ
の
薩

別
を
し
て
い
な

い
と
い
う

フ

ッ
セ
ル
の
批
判

(邦
訳

隅論
理
学
研
究

3
紬
三
五

二
.頁
以
下
〉
は
、
そ
れ
が
具
体
的

に
誰
を
念
頭

に
鷺

い
て
い
た
か
詳

ら
か

ヤ

も

ゐ

ヘ

へ

ぬ

へ

で
な
い
が
、

一
般

に
、
英
語
圏
で
の
駈
謂
現
象
主
義

か
ら

フ

ッ
セ
ル
の
現
象
学
を
根
本
的

に
区
別
す
る
差
異
と
考

え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

も

ぬ

ヤ

へ

ぬ

ヘ

ヨ

ゐ

へ

⑱

フ

ッ
セ
ル
は
や
が
て
、
意
識
を
志

向
性

の
連

…関
に
お
い
て
考
察

す
る
現
象
学
的
心
理
学
と
、

「超
越
論
的

」
な
次
元
と
し
て
の
意

識
を
考
察

す
る
超
越

へ

も

ち

へ

も

論
的
現
象
学
と
の
間
に
、
段
階
を
設
け
る
様

に
な
る
が
、
こ
こ
で
は
そ
れ

に
は
触

れ
な
い
。
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佃

自
然
的
経
験
を
特
徴
づ
け

る
も
う

一
つ
の
契
機
は
、
自
然
的
経
験
の
世
界
が
、

「単
な
る
事
物
　

」

の
世
界

で
は
な
く
、
「そ
れ
と
同

じ

直
接
性

に
お
い
て
」

(
　

)
「
価
値

対
象

、
使

川
対
象
、
実
践

的
対

象
」
の
世

界
で
も

あ
る
と

い
う
事

に
あ

る
。
そ
れ
は
言
う

な
れ
ば
日
常
世
界

(
　

)
で
あ
り
、
「単
な

る
事
物

」
は
、
そ

こ
か
ら
価
値
的

・
実
践
的
述
語
を
捨
象

す
る
　

)

こ
と
に
よ

っ
て
得
ら
れ
る
も

の
に
過

ぎ
な

い
。
こ
の
点
は
、
後

(四
)
に
述

べ
る
人
格
的
世
界

に
繋
が
る
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
、
そ

の
繋
が
り
に

つ
い
て
は
論

及
で
き
な
か

っ
た
。

も

ミ

へ

も

ヘ

ヘ

ヤ

へ

も

ヘ

ヘ

へ

㈲

「経
験
に

つ
い
て
の
カ
ン
ト
的
概
念
を
根
底
に
置
く
の
で
は
な
く
、
前
理
論
的

な
経
験

の
概
念
を

、
そ
し
て
何

よ
り
ま
ず
、
前
学
問
的
な
生

に
お

い
て

も

ぬ

実
際

に
体
験

さ
れ

て
い
る
様
な
、
進
行
す

る
.調
和
的
な
知
覚

の
概
念

を
、
我

々
は
根
底

に
置
か
ね
ば
な
ら
な

い
」
〔傍
点
筆
者
〕

(
　

)。

　
邦
訳

『現
象
学

の
根
本
問
題
』

(晃

洋
書
房
)
所
収
七
〇
頁
。
　

勿
論
、
デ
カ
ル
ト
自
身

が
、
心
身
△
旦
　

　
)
に

つ
い
て
、

こ
の
様
な
区
別
を
し
て

い
る
訳

で
は
な
い
。

⑳

「我
々
が
身
体
と
呼
ぶ
も
の
は
、
既

に
物
質
的
な
物
以
上

の
も

の
で
あ
り
、
そ
れ
は
、
既
に

"心
的
な
も

の
"
に
属
す
る
層
を
持

っ
て
い
る
。
…
…
単

な

る
物
質
的

な
身
体

を
得

る
た
め
に
は
、
ま
ず
、
そ
れ
を
捨
象
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
」
(
　

)。

も

ヘ

ヘ

へ

⑳

「人
間
的
現
存
在
の
存
在
の
仕
方

は
、
他

の
あ
ら
ゆ
る
存
在
者

と
は
ま

っ
た
く
異
な

っ
て
お
り
、
そ
れ
は
、
そ

の
ま
ま
自
ら

の
内
に
、
超
越
論
的
構
成

の
可
能
性
を

秘
め
て
い
る
」

〔傍
点
筆
者

〕
(
　

と

い
う

ハ
イ
デ
ガ
ー
の
主
張

は
、
フ
ッ
セ
ル
の
眼

に
は
、
人
格

の
存
在
論
と
超
越
論
的
主
観
性
の
現
象
学
を
混
同
す
る
も

の
と
映

っ
た
で
あ
ろ
う
。
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