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〈
行

な
う

〉

と

い
う

こ
と

ヴ

ィ

ト
ゲ

ン
シ

ュ
タ
イ

ン
の
意

志

論

広

川

明

は

じ

め

に

わ

れ
わ

れ
の
な

す
行
為

は
、

そ

の
外
側

に
立

っ
て
眺

め

て
み
る

な
ら
ば

、
世

界

に
生

じ

て
く

る
他

の
出

来
事

と
何

ら

ち
が

い
が
あ

る

わ
け

で
は

な

い
。

私
が

イ

ス
に
す

わ

っ
て

い
る

こ
と
、
本

を
読

む

こ
と
、

文
字

を
書

く

こ
と
、

書

い
た
原

稿

を

い
き
な

り
破

る

こ
と
…
。

こ
れ
ら

は
あ

る

一

定

の
場

所

で
あ
る
時

刻

に
生

じ

て
く
る
状

態

(過
程

)
、

あ
る

い
は

そ

の
変

化

で
あ

り
、

そ

の
か
ぎ

り

で
は

「
出
来

事

」
と

い
う
呼
名

で

一
括

し
て

も
さ

し

つ
か
え
な

い
で
あ
ろ

う
。

そ

の
意
味

で

は
、
行
為

が

世
界

の
出
来

事

の
連
関

の
な

か

に
位

置
づ

け
ら

れ

る

こ
と

は
明

ら

か
で
あ

る
。

だ
が

、

そ
う

で
あ

る
と
す

れ
ば
、

私

と
私

の
な

す
行
為

も
ま

た
出
来

事

の
連
鎖

の

一
部

に
吸
収

さ
れ

て
し
ま

う

か
に
見

え

る
。
行
為

が

た

ん

に

「
生

じ
て

く
る

こ
と
」

と

み
な
さ

れ
た

と
き

に
、
私

が

〈
す

る

こ
と
〉

〈
行
な

う

こ
と
〉

と

い
う
行
為

の
本

来

の
意

味

も
同
時

に
蒸

発

し
て

し
ま

う

か
に
見

え
る

の
で
あ

る
。

い
わ

ゆ

る



決

定
論

が
自

由
意

志

の
存
立

を
危

う

く
す

る

の
も
、

こ
う

し
た
見

方

を
極
限

ま

で
進

め
て

い

っ
た

一
つ
の
必
然
的

帰
結

で
あ

ろ
う
。

「
す
る

こ
と

」
「
行

な

う

こ
と
」
と
し

て
の
行
為

の
意

味

は

い
か

に
し

て
捉

え
ら
れ

る

で
あ

ろ
う

か
。
そ

れ

は
、
行

為

を
な
し

て

い
る
当

人

で
あ

る

こ
の
私

が
、

い
か
な

る
仕

方

で
自
己

の
行

為

と
関

わ

っ
て

い
る

か
を
探

る

こ
と

に
よ

っ
て
語

ら
れ

る

べ
き
も

の
だ

と
思

わ
れ

る
。
本

稿

で

は
、

こ

の
よ
う

な
視
点

か
ら
、
行

為

の
本
来

の
あ
り
方

に
接

近

し

て
み
た

い
。

一

外

的

観

点

か

ら

見

た

行

為

冒
頭

で
示
し

た
行
為

の
描

写

は
、

「外

的
観

点

」
か
ら
な

さ
れ

た
も

の

と
言

う

こ

と
が

で
き
よ

う
。
行

為

は
、

「
私
」
の
個

人
的

な
観
点

を

離

れ
、

出

来
事

の
連

関

の
な

か

に
位

置
づ

け

ら
れ
、

生
じ

て
く

る

こ
と

の

一
つ
と

し
て
捉

え

ら
れ

て

い
る
か

ら
で
あ

る
。

た

し

か
に
、

こ

の
よ
う

な
描
写

を

徹
底

し

て

ゆ
く

こ
と

は
、

包
括

的

に
世
界

を
理
解

す
る

た
め

の
必
然

的
道

の
り

で
あ

ろ

う
。

「
私
」
を
中

心
と

し

て
そ

こ
か
ら

世
界

を
描

写
す

る

か
ぎ

り
、

そ
れ

は
私

か
ら
見

た
世

界
像

に
す
ぎ

な

い
。

よ

り
十
分

な
世

界
像

を
手

に
入

れ

る
た

め

に
は
、
私

は

一
歩
退

い
て
、
私

自
身

を

も
世
界

へ
　

　

の

一
部

と
見

て
、
そ

こ
か
ら

世
界

全
体

を
眺

め
な

け
れ
ば

な

ら
な

い
。
世

界

は
、
い
わ
ば

、
「
中

心

の
な

い
世
界

」
で
な

け
れ
ば

な

ら
な

い
の
で
あ

る
。

こ
れ

は
別

に
想

像

困
難

、

と

い
う
わ

け
で

は
な

い
だ

ろ
う
。

わ

れ
わ

れ

の
も

っ
て

い
る
常
識

的
な

世
界

観

が
じ

っ
さ

い
そ

の
よ

う
な

も

の
で
あ

る

し
、
自

然
科

学
が

描
く
物

理

的
世

界

と
は
、

そ
れ

を

よ
り
精

緻

に
仕
上
げ

た
も

の

に
ほ
か

な
ら

な

い
か
ら

で
あ

る
。

そ
し

て
、
考

え
ら
れ

る
も

っ

と
も
容

易
な
道

と

は
、
行

為

を
物

理
的

状
態

や
過
程

に
還
元

し
、
自

然

現
象

と
同

じ
よ

う

に
扱

う
こ

と
で

あ
る
。

た

と

え
ば

ラ

イ

ル
は
、
伝

統
的

な

二
元
論

を
徹
底

的

に
批

判

し
た
人

で
あ

る

が
、
彼

に
よ
れ
ば

、

「
心
」
を

「
物
体

」
と
は
異

な

る
カ
テ

ゴ
リ

ー

に
属

す
る
存

在
者

と
考

え

る
こ

と
は
、

心

の
概

念

に

つ

い
て
の
根
本

的

な
誤
解

で
あ

る
。
意

志

に

つ

い
て

も
、

そ
れ

を
心
的

な
存

在
者

と
考

え

る

べ
き

で

は
な

い
。

意
志

に

つ
い
て

の
言

明

は
公
共
的

に
観

察

可
能

な
行
動

の
パ

タ

ン
に

つ

い
て

の
言
明

に
置

き

か
え

ら
れ

ね
ば

な
ら

な

い
の

で
あ

る
。

し

か
し
な

が
ら
、

そ

の
後

、

ラ
イ

ル
流

の
行
動

主
義

に
は

さ
ま
ざ

濠
な

難
点

が
指

摘

さ
れ

る
よ

う

に
な

っ
た
。

そ
う

な
る

と
、

そ
れ

を
回
避



す

る
方
法

と

し
て
、
今

度

は

「
心
脳

同

一
説

」
が
提
案

さ

れ
た
。

こ
れ

に
よ
れ
ば

、

「
大
脳

と
意

志
」
の
関
係

は
、

「
放

電

と
稲
妻

」

「分

子
運

動

と

熱

」
な

ど
と
同

じ

よ
う

に
、
同

一
性

の
関
係

な

の

で
あ

る
。

し

た
が

っ
て
、

意
志

は
、

大
脳

の
状

態

(過
程

)

へ
と
還

元

さ
れ

な
け

れ
ば

な
ら

な

い
こ
と

に
な

ろ
う
。

歴
史

的

に
言

え
ば

、

こ
う

し
た
意

志

や
行
為

の
捉

え
方

は
デ

カ

ル
ト
哲
学

に
端

を

発
す

る
。
デ

カ

ル
ト
が
方

法
的
懐

疑

に
よ

っ
て

「
思
惟

す

る

私

」
を

世
界

の
連
関

か
ら
く

く
り
出

し

て
き

た
と

き
、

こ

の

「
私
」

は
も

は

や
特

定

の
場
所

に
存

在

す

る
個

人

の

こ
と

で
は
な

く

て
、
世
界

の
外

側

に
立

ち
、

そ

こ
か
ら
世

界
全

体

を
眺
望

す

る

「
超

越
的

主
体

」

で
あ

っ
た
。
他

方

、

こ
の
主
体

に
よ

っ
て
、

人
間

の
身
体

を
含

め

た
世
界

の

い

っ
さ

い
の
も

の
が
客
観

化

さ

れ
、
対

象
化

さ

れ
る
。

認
識

の
主

体

と
し

て

の

「私

」

と
、

こ
の
主
体

の
対
象

で
あ

る
世
界

(物
体

)

は
独
立

の
実

体

と
し

て
措
定

さ

れ
、

二
元
論

の
枠

組

は
動

か
ぬ

も

の
と
な

っ
た
。

こ
の
よ
う

な

二
元
論
的

思
考

法

は
、

さ
ま

ざ
ま

な
変
容

を

受
け

な
が

ら
も

現

代

ま

で
受
け
継

が

れ

て

い
る

と
言

っ
て

よ

い
だ

ろ

う
。

こ
う

し
た
外

的
観

点

か
ら
捉

え
ら

れ

る
か
ぎ

り
、

意
志

も
行

為

も
他

の
事
物

と
同

じ
よ

う

に

「
私

」
の
対

象

で
あ

る
。
行

動
主

義

に

お

い
て
は
、

意

志

は
、
外
側

か
ら
描
写

し

た
行
動

の
パ
タ

ン

に
よ

っ
て
置

き
か

え
ら

れ
、

ま
た
、

同

一
説

に
お

い
て

は
、
意

志

と
は
、

あ

ら

か
じ
め
成

立

し
て

い
る
大
脳

の

「
状
態

」

や

「
過

程
」

な

の

で
あ

る
。

い
ず

れ

の
説

も
、
外

側

か
ら
描

写

し
て
写

し

と
る

こ
と

に
よ

っ
て
、

意
志

に

つ
い
て
知

る

こ

と
が

で
き
る

と
考

え

て

い
る

と

い
う
点

で
は
同

じ

で
あ

る
。

そ

の
意

味

で
は
、

二

つ
の
説

は
、

外
見

上

の
ち
が

い
に
も

か
か

わ
ら
ず

、
同

じ
前
提

の
下

に
立

つ
も

の
と
言

え
よ

う
。

し

か
し
な

が
ら
、

そ

の
よ

う

に
行

為

を
外
側

か

ら
見

て

い
る
か
ぎ

り
、

〈

す
る

こ
と
〉

〈
行

な
う

こ
と
〉

と
し

て

の
行

為

の
意

味

を
捉

え

る

こ

と
は

で
き
な

い
と
思

わ

れ
る
。

以
下

の
論

述

に

お

い
て
は
、
行

為

を
な

し

て

い
る

こ

の

「
私
」

が
、

行
為

の
源

泉

と
し

て

の
自

己
自

身

を
ど

の
よ

う

に
捉

え

て

い
る
か

と

い
う

こ
と

を
問
題

に
し

て
ゆ
く
。

そ

の
よ

う
な

「
内
的

観
点

」

か
ら
見

る

こ
と

に
よ

っ
て
、
行
為

の
本

来

の
あ

り
方

も
見

え
て

く
る

で
あ

ろ
う
。

そ
し

て

こ
れ

は
、
ω
意

志

が
あ

ら

か
じ
め
成

立

し

て

い
る
大

脳
状

態

や
行
動

の
パ
タ

ン
で
は
な

い
と
し
た

ら
、

い
か
な
る

し
か

た
で
意

志

(
そ

し
て
行
為

)

の
成

立
を
語

り

う

る
の

か
、

②

そ

の
場

合

、
行
為

者

と
し

て

の

「
私

」

は
行

為

と

い
か
な

る
関
係

に
あ
る

か
、



と

い
う

二

つ
の
問

に
焦

点

を
結

ぶ
と
轡

っ
て
よ

い
で

あ
ろ

う
。

と
り

わ
け
ω

に

つ
い
て
は
、

言
語

の
役

割

に

つ

い
て
の
考
察

が
不

可
欠

な

も

の
と

な

る
は
ず

で
あ

る
。

以
ド

で
、

ヴ

ィ
ト
ゲ

ン
シ

ュ
タ

イ

ン

の
意

志
論

を
振

り
返

り
な

が

ら

こ
れ

ら

の
問
題

を
考

え

て
ゆ

き
た

い
。

二

『
論

考

』

に

お

け

る

意

志

論

デ

カ

ル
ト

に
お

い
て

は
、
世

界
全

体
を

「
対
象

」

と

す
る

「
思
惟

す

る
私
」

が
哲

学

の
第

一
の
原

理

と
し

て
立

て
ら

れ
た

が
、

こ
れ

は
、

カ

ン

ト

の
場
合

で

は
、

「経

験

に
先

立

ち
、
経
験

を
可

能

に
す

る
」
根
拠

と

し

て
の

「
超
越

論
的

主
観

し
と
し

て
受

け
継

が
れ

て

い

っ
た
。

こ
う

し
た

近

代
哲

学

の
歩

み

に
お

い
て
、

〈
主
観

1
客

観
〉

と

い
う
思

考

の
枠
組

が
定

ま

っ
て

い

っ
た
と
見

る

こ
と

が

で
き
よ

う
が
、

ヴ

ィ
ト
ゲ

ン
シ

ュ
タ
イ

ハ
ソ
ニ

ン
の
　

論

理
哲

学
論

考
　

(以

下

『論

考
　

と
略

す

〉

は
、
ま

さ
し

く

こ
の
よ

う
な
近

代
哲

学

の
枠
組

を

具
現

し
た

も

の
と
言

う

こ
と
が

で
き

る
。

た

と

え
ば

『論

考
』

で
、

ヴ

ィ

ト
ゲ

ン
シ

ュ
タ
イ

ン
は

、
主
体

と
世

界

の
関
係

に

つ
い
て
次

の
よ

う

に
述

べ
て

い
る
。

「
も

し
私

が

『私

が
見

出

し
た
世

界
　

と

い
う
本

を
書

く

と
す

れ
ば
、

そ

こ

で
は
私

の
身
体

に

つ
い
て
も
報

告

が
な

さ
れ
、

ま

た
ど

の
部
分

が
私

の
意

志

に
従

い
、
ど

の
部
分

が
従

わ

な

い
か
、

な
ど

が
語

ら
れ

な
け

れ
ば

な
ら

な

い
だ
ろ

う
。

す
な

わ
ち

こ
れ

が
主
体

を
孤

立

さ
せ

る

方
法

で
あ

り
、

む

し
ろ
あ

る
重
要

な
意

味

で
主
体

が
存

在

し
な

い
こ
と
を

示
す
方

法

な

の
で
あ

る
。

と

い
う

の
も
、

こ

の
本

で
は
主
体

だ

け

が
論

じ

る

こ
と

の
で
き
な

い
も

の
と

な

る
で
あ

ろ
う

か

ら
で
あ

る
。
」

(五

・
六

三

一
)

こ
の
引
用

に
現

れ

る

「
主
体

し

を
、

ヴ

ィ
ト
ゲ

ン
シ

ュ
タ
イ

ン
は

門形

而

上
学
的

主
体
　

(
『
論
考
　

五

・
六
三

三
)

と
呼

ん
だ

が
、

こ

の
主

体

と
世
界

の
関

係

が
、

ヴ

ィ
ト
ゲ

ン

シ

ュ
タ

イ

ン
の
意
志

論

の
根
底

に
あ

る
、

と
言

っ
て
よ

い
だ
ろ

う
。

　
論

考
　

で
は
、
有

名

な
二

つ
の
意

志

の
区
別

が

な
さ

れ
る
が

、
こ

れ

は
　

論
考
　

に

お
け
る

主
体

と
世
界

の
関

係

か
ら

の
帰
結

で
あ

る
。

ヴ

ィ
ト
ゲ

ン
シ

ュ
タ
イ

ン
は
、

意
志

を

「
現
象

と

し
て

の
意
志

」

と

「
倫

理
的

な
も

の
の
担

い
手

と
し

て

の
意

志
」

に
分

け
、

こ
の
う

ち
、
前
者

は

「
心

理
学

の
関
心

を
引

く

に
す
ぎ

ず
　
、
ま

た
後
者

に

つ
い
て
は

「
語

る

こ
と
が

で
き

な

い
　

(
『論

考
　』

六

・
四

二
三
)

と
言

う
。

な
ぜ

、

そ
れ
ぞ



ヒ
ロ

　

れ

に
対

し

て
否
定
的

な

コ
メ

ン
ト
が

つ
け
ら

れ

る

こ
と

に
な

っ
た

の
だ

ろ
う

か
。

初

め

に
、

「
現
象

と

し

て

の
意

志
」

の
方

に
目

を
向

け

る

こ
と
と
し

よ

う
。

そ
れ
が

、
「
心

理
学

の
関

心
を

引

く

に
す
ぎ

な

い
」

の
は
な
ぜ

か
。

「
現
象

」

と

い
う
言

葉

は
、

こ
の
場
合

、

「私

が

見
出

し
た

世
界

」

に
生

じ

て
く

る
偶
然

的

な

こ
と
が

ら
を
意

味

し

て
お

り
、

「出

来
事

」

と
ほ

ぼ

同

じ
意
味

と
解

す

る

こ
と

が

で
き
よ

う
。
私

の
身

体

の

「
ど

の
部

分

が
私

の
意

志

に
従

い
、

ど

の
部
分

が
従

わ

な

い
か
」

と
言

わ
れ

る
と

き

の
、

身

体

の
運
動

を
生

み
出

す
意

志

は
、

こ

の
意
味

で

の

「
現
象

」

で
あ

る
。

こ

の
よ
う

な
意

味

で
、

意
志

が

「
現
象

」

で
あ

る
な

ら
、

そ
れ

は
他

の

出
来

事

(た

と

え
ば
、

物
体

の
落

下

や
、
気

温

の
上

昇
な

ど
)

と
同

じ
よ

う
な
条

件

に
制
約

さ

れ
ざ

る
を

え
な

い
こ
と

に
な

る
。

「
た
と

え
、

す

べ
て
が

わ
れ

わ
れ

の
望

む
と

お
り

に
生

じ
る

と
し

て
も
、

そ

れ
は

い
う

な
れ
ば

、
運

命

の
恵

に
す
ぎ

な

い
。
意

志

と
世
界

の

あ

い
だ

に
は

そ

の
こ
と

を
保

証
す

る
よ

う
な
論

理
的

連
関

が
存

在

し
な

い
か
ら

で
あ

る
。

そ

し

て
、
物

理
的

な
連
関

が
想

定

さ

れ
る

と
し

て

も
、

こ
の
連
関

自
身

を
欲

す

る

こ
と

は
や
は

り
不

可
能

だ

か
ら

で
あ
る
。
」

(
『論

考

』

六

・
三
七

四
)

意
志

と
行

為

の
関
係

が

、
偶
然

的

な
関
係

で
あ

る
と
す

れ
ば

、
私

の
意
志

が
私

の
望

む
ま
ま

の
結

果
を

も
た

ら

し
て
く

れ

る
か
否

か

は
、

一
つ

の
現

象

が
他

の
現
象

を
も

た

ら
す
場
合

と
同

じ

よ
う

に
私

の
手

を
離

れ

て
世
界

の
側

に
依
存

せ
ざ

る
を

え
な

い
。
だ

と
す

れ
ば

、
意

志

す
る

こ
と

は

む
だ

で
あ

ろ
う
。

そ

れ
ゆ

え
ヴ

ィ
ト
ゲ

ン
シ

ュ
タ

イ

ン
は
、
当

時

の
覚

え
書

き

(
『
草
稿

一
九

一
四
～

一
九

一
六
』
、
以

下

で
は
、

『
草
稿

』
と
略

　
な

す
)

に

「
世
界

の
出

来
事

を
私

の
意

志

に
よ

っ
て
左
右

す

る

の
は
不

可
能

で
あ

り
、

私

は
完

全

に
無

力

で
あ

る
」

と
書

い
た

の

で
あ

る

(
『草
稿

』

一
九

一
六
年

六
月
十

一
日
)
。

こ

れ
は
、

「
世
界

は
私

の
意

志

か
ら
独

立
し

て

い
る
」

(
『論
考

』

六

・
三
七

三
)

と

い
う

こ
と

で
も
あ

る
。

逆
説

的

に
言

え
ば

、
「
私

は
出

来
事

へ
の
影
響

を
も

っ
ぱ

ら
断
念

す

る

こ
と

に
よ

っ
て
、
自

分
を

世
界

か

ら
独
立

さ

せ
る

こ
と

が

で
き
、
し

た
が

っ
て
世

界

を
あ

る
意
味

で
支
配

し

う
る

」

(
『草

稿
』

一
九

一
六

年
六

月
十

一
日
)

こ
と

と
な

ろ
う
。

私

の
意

志
が

こ
の
よ

う
な
意

味

で

「
現
象

」
で
あ

る
な

ら
、
意

志

す

る
こ

と
そ

れ
自

体

を
善

と

か
悪

と
か
言

う

こ
と
も

無
意

味

で
あ

る
。

「
世
界

の
な

か
で
は
、

す

べ
て
が
生

じ
る

ま
ま

に
生

じ
」

(
『
論
考

』

六

・
四

一
)
、

そ

し

て

「
あ

る

こ
と
が
岩

石

か
ら
生

じ

よ
う

と
、

私

の
肉

体

か

ら
生

じ

よ

う
と
、

生

じ
る

こ
と

は
善

で
も
悪

で

も
な

い
」

(
『
草
稿

』

一
九

一
六
年

十
月

十

二
日

)

の
で
あ

る
以

上
、
個

々
の
行
為

を

生

み
出

し

て

い
る
意



志

自
体

も
善

で
も
悪

で
も
な

い
は
ず

だ

か
ら

で
あ

る
。

こ
の
よ

う
な
意
味

で
、

「
現
象

と
し

て

の
意

志

」
は
心

理
学

的
興
味

を
引

く
も

の
で

し

か
な

い
・

し
た
が

っ
て
、

「
倫
理
的

な

も

の
の
担

い
手

」

に
な

り
う

る
の

は
、
個

々

の
具
体
的

行
為

を
生

み
出

す
方

の
意

志

で

は
な

い
こ
と

に
な
る
。

「
善

な
る
意

志
、

ま
た

は
邪
悪

な

る
意
志

が

世
界

を
変

え

る
な
ら
ば

、

そ

の
意

志

は
世
界

の
限

界

を
変

え
る

の

で
あ

っ
て
、
事

実

、
す

な
わ

ち
言
語

に
よ

っ
て
表

現

さ
れ

う

る

こ
と
を
変

え

る

こ
と
は

で
き
な

い
の
で
あ

る
。

つ
ま
り
、

こ
の
場
合

世
界

は

こ
れ

に
よ

っ
て
総

じ

て
別

の
世
界

に
な

る

の
で
な

け
れ
ば

な

ら
な

い
。

世
界

は

い
わ
ば
全

体

と

し

て
縮

小

も

し
く

は
増
大

せ
ね
ば

な
ら

な

い
。

幸
福

な

人

の
世
界

は
不

幸
な

人

の
世
界

と

は
別

の
世

界

で
あ

る
。
」

(『
論
考

』

六

.
四
三

)

こ
の
よ

う

に
語

ら

れ
る
場

合

の
意
志

が

「倫

理
的

な

も

の
の
担

い
手

と
し

て

の
意

志
」

(以
下

で
は

「倫

理
的

意
志

」
と
略

す
)
で
あ

る
。

こ
れ

は
、

「
私

の
身
体

の
ど

の
部

分
が
私

に
従

い
、

ど

の
部
分

が
従

わ
な

い
か
」

と
言

わ

れ

る
さ

い
の
具
体

的

行
為

に
関

与
す

る
意

志

で
は

な
く

、
.
世

界

の
限
界

L
を

変

え
う

る
の

み
で
、

「事

実

」
を
変

え

る

こ
と

の
で
き
な

い
も

の
で
あ

り
、

「超

越
論

的
意

志

」

と
呼

ぶ
こ

と
も

で
き

よ
う
。

一
九

一
六
年

六
月
十

一
日

の
日
付

の
覚

え
書

き

で
彼

は
、

「意

志

と
は
世

界

に
対

す

る
態

度
決

定

で
あ

る
」
と
も
記

し

て

い
る
。

「倫

理

的
意

志

」
と

は
、

こ
の
よ

う
な
意

味

で
、
「
私

の
見
出

し

た
世
界

」
に
属

さ
ず
、

し

た
が

っ
て

そ
れ

に

つ

い
て

「
語

る

こ
と
は

で
き

な

い
」
。
「
命

題

は
高
貴

な

も

の
を

表
現

し

え
な

い
」

(
『論

考
』

六

・
四

二
)

と
語

っ
た

ヴ

ィ
ト
ゲ

ン

シ

ュ
タ

イ

ン
は
、
倫

理
的

な

も

の
を
担

う

べ
き
意
志

を

、
語

ら
れ

う

る
事

実

の

一
部

と
考

え

る
こ

と
は
決

し

て
で
き

な

か

っ
た

の

で
あ

る
。

で
は
、

こ
の
意

志

は
、

い
か
に
し

て
善
悪

を
担

い
う

る
の

で
あ

ろ
う

か
。

一
九

一
六
年

七
月

二
十

一
日

の
日

付

で
、
ヴ

ィ
ト
ゲ

ン

シ

ュ
タ

イ

ン

は
、

「
自
分

の
肢

体
を

使

う

こ
と
が

で
き
ず

、

し
た

が

っ
て
日
常

の
意

味

で
は

、
自
分

の
意

志

を
働

か

せ
る

こ
と
が

で
き

な

い
人
間

」
を
思

い
浮

か

べ
る
よ

う
促

し
て

い
る
。
た

だ
し

、
「
彼

は
考

え

る

こ
と
も

、
願
望

す

る

こ
と
も

、
他

人

に
自

分

の
思

想

を
伝

え
る

こ
と

も

で
き
、
し
た

が

っ
て
ま

た
、

他
人

を
通

し

て
善

い
こ
と
や
悪

い
こ
と

を
な

し
う

る
」
と

い
う
仮
定

も
付

け
加

え
ら

れ

て

い
る
。
ヴ

ィ
ト
ゲ

ン

シ

ュ
タ

イ

ン
は
、

「
こ
の
場
合

明

ら

か

に
、
倫

理

学

は
彼

に
対

し

て
も
妥

当

し
、
彼

は
倫

理
的

な
意

味

で
意
志

の
担

い
手

で
あ
る

」
と
言

う
。



し

か
し

な
が
ら

、

こ

の
引

用

に
従

え
ば
、

彼

に
対

し
て

「
倫

理
学

が
妥
当

す

る
」

た
め

に
は

、
彼

は
具
体

的

な
善

い
こ
と

や
悪

い

こ
と
を

(他

人

を
通

し

て
)
行

な

い
う

る

の
で
な
く

て

は
な

ら
な

い
と

い
う

こ
と

な

る
。

た

と

え
ば

も

し
、
彼

が
そ
ば

に

い
る
人

に
言

葉

で
自
分

の
考

え

を
伝

え
、
何

か
悪

い
こ
と

(善

い
こ
と
)
を

す

る

よ
う

に
命

令

す

る
な
ら

、

こ
の
伝
達

は
口
を

動

か
し

て
音

声

で
伝

え

る
と

い
う
身

体

の
動

き
を
含

む

と
思

わ
れ

る

(目

の
動

き

で
自

分

の
考

え
を

伝

え
る
場

合

に
も
、

身
体

の
動

き

を
含

む
と
言

え

よ
う

)
。

そ
う

だ
と

す
れ
ば

、

そ

の
人

に
倫

理
学

が

コ
の

　

妥

当

す
る

た
め

の
条
件

と

し
て
、

「
日
常

的

な
意
味

」
で

の
意

志

、
す

な
わ

ち

「
現
象

と

し

て

の
意

志
」
を

再
び

導
入

す

る

こ
と

に
な
ろ

う
。

そ
し

て

こ
の

こ
と
は
、

「
倫

理
的

意
志

」

と

い
う
考

え
を
、

実
質

的

に
骨
抜

き

に
す

る
も

の

と
思

わ

れ

る

の
で
あ

る
。

以
下

の
論

述

で
わ

れ
わ

れ

は
、
具
体

的
行

為

に
関
与

す

る
方

の
意

志

に
的
を

絞

り
た

い
。

さ
し

あ
た

っ
て
は
、

『論

考

』
の
意

志
論

つ
い
て
次

の

よ
う

な
点

か
ら
見

な

お
し

て

み
よ
う

。
ま
ず

第

一
に
、
意

志

が
出
来

事

と
同

じ
身
分

に
置

か
れ

て

い
る
と

い
う
点

。
そ

し

て
第

二
に
、
第

一
の
点

か

ら
、
重

大
な
帰

結

が
出

て
く

る

と
思
わ

れ

る
。
意

志

が
出
来

事

で
あ

る
と

す
る

な
ら
、

自
分

の
意

志

と
未

来

の
行
為

の
関

係
も

、
出
来

事

の
あ

い
だ

の
関

係

と
同
じ

は
ず

で
あ

る
。

と

こ
ろ

で
、

ヴ

ィ
ト
ゲ

ン
シ

ュ
タ

イ

ン
は
、

現
在

の
出
来

事

か

ら
未

来

の
出

来
事

を
予

測

す
る

よ
う

な
推
論

は
成
立

し
な

い
と
主

張
す

る
。

な
ぜ

な
ら

、

そ

の
よ
う

な
推
論

を

正
当
化

し

う

る
よ
う

な
因

果
連

鎖

は
存
在

し

な

い
か
ら

で
あ

る

(
『論

考

』
五

・

=

二
六

一
)
。

し
た

が

っ
て
ま

た
、

「
意
志

の
自

由

は
、
未

来

の
行
為

を

い
ま
知

る

こ
と
が

で
き

な

い
と

い
う
点

に
存

す

る
」
と

い
う

こ

と
に
も

な

ろ
う

(
『論
考

』

五

・
一
三
六

二
)
。

意
志

を

「
現
象

」

と
し

て
行
為

か
ら
切

り
離

し

て
考

え
る

か
ぎ

り
、

こ
れ

は
避

け
が

た

い
帰

結

で
あ

る
。

こ

の

こ
と

か
ら
考

え
て
、
第

三

に
、

「
世
界

の
限

界
」

で
あ

り
、

こ
の
世
界

に
属
さ

な

い

「
意
志

す

る
主

体
」

(
『草

稿
』

一
九

一
六
年
十

一
月

四

日
)

と

い
う
観
念

と

『
論
考

』

の
言

語
観

と

の
関

わ
り

を
も

う

一
度

洗

い
な

お

し
て

み
る
必

要

が
あ

る
だ

ろ
う

。

三

言

語

ゲ

ー

ム

と

行

為

こ
こ

で
指

摘

し

た
三

つ
の
問

題
点

は
、
最

終
的

に
は

一
つ
の
根

源
的

理
由

に

い
き

あ
た

る
。

そ

れ
は
、

『
論
考

』
の
根
本

思
想

で
あ

っ
た

「写

像



理
論

L
、

す
な

わ
ち
、

言
語

を
事
実

を
写

す

も

の
と
捉

え
る
言

語
観

に
あ

っ
た
と
言

え

る
だ

ろ
う
。

『論

考
』

に
お

い
て

は
、

言
語

の
全

体

は
真

偽

の
き

ま
る
文

、

つ
ま
り
命
題

の
集

ま

り

の
こ
と

で
あ

る
。

そ
し

て
そ

れ
ぞ

れ

の
命

題
を

論
理

的

に
分
析

し

て

ゆ
く
な

ら
ば

、
結

局

は
そ

れ
以
上

は

分

析

で
き

な

い
最
小

単
位

、
す

な
わ

ち
、

「要

素
命

題

」
に

い
き

つ
く
。

要
素

命
題

以
外

の
あ
ら

ゆ

る
命

題

は
、

こ
の
よ

う
な
論

理
的

原

子
と

し

て

の
要

素
命
題

か
ら
論

理
的

に
構
成

さ
れ
て

い
る
。

命
題

の
意

味

は
要
素

命

題

の
意
味

の
関

数

な

の
で
あ

る

(真

理
関

数

の
理
論

)
。

で
は
・
最

小
単
位

で
あ

る
要
素

命
題

の
意

味

は
ど

の
よ

う

に
し

て
与

え
ら

れ
る

の
か
。

そ

こ
で
登

場

し
て

く
る

の
が

、
言
語

を

、
現
実

を

写
す

「写

像
」

と
し

て
捉

え

る

「
写
像

理
論

」

で
あ

る
。

ヴ

ィ
ト
ゲ

ン
シ

ュ
タ
イ

ン
に
よ
れ
ば

、
要

素
命

題

は
、

一
定

の
記

号

の
配
列

に
よ

っ
て
言
語

外

の
事

態
を

写
し
出

し

て

い
る

の
で
あ

り
、

ど

の
よ
う

な
と

き

に
真

で
あ
り
、

ど

の

よ
う
な

と
き

に
偽

で
あ

る

か
知

る

こ
と

に
よ

っ
て
そ

の
意
味

は
理
解

さ

れ
る

の
で
あ

る
。

こ
の
よ
う

に

『論

考

』

に
お

い
て

は
、
最
終

的

に
は
事
態

と
要

素
命

題

の
写
像

関
係

に
お

い
て
言
語

は
成

り
立

つ
の

で
あ

り
、

「
写
す

」
と

い
う

こ

と
が
言
語

の
た
だ

一
つ
の
機
能

で
あ
る

と
考

え

ら
れ

て

い
た
。

し
か
し

な
が

ら
ヴ

ィ
ト

ゲ

ン

シ

ュ
タ
イ

ン
は
、

『
論
考

』

出
版
後

十
年

た
ら
ず

で
、

『
論
考

』

の
言

語
観

に
疑

い
を
抱
く

よ

う

に
な

っ
た
。

こ

の

疑

い
は

、
そ

の
後
、
命

題

の
意
味

を
現
実

と

の
写
像

の
関
係

に
よ

っ
て
保

証

で
き

る

の
か
、

と

い
う

『論

考
』

の
言

語
観

を
根

底

か
ら

ゆ

る
が
す

疑

い
に
発
展

し
、

そ

こ
か
ら
言

語
ゲ

ー

ム

の
思
想

が

胚
胎

し

て

い

っ
た

の
で
あ

る
。

『
哲

学
探
究

』

(以

下

『
探
究

』
と
略
記

す

る
)
の
序

文

で

は
、

「
旧
著

の
な
か

で
書

い
た

こ
と

の
う
ち

に
重
大

な
誤

り

が
あ

る
」

こ
と

が
認

め
ら

れ

て

い
る
が
、

こ

れ
は
旧
著

と

の
対

決
を

表
明

し

た
も

の
と
受

け
と

る

こ
と
が

で
き

よ
う
。

『論

考

』
に
お

い
て

は
、
事
実

を

写
す

こ
と

が
言
語

の
た
だ

一
つ
の
機

能

と
さ

れ
た

が
、

『探

究

』
で
は
、
命

令

、
嘆

願
、

感
謝

、
警

告
、

挨
拶

、

祈

り

…
な

ど

の
さ
ま
ざ

ま
な

言
語

活
動

に
目

が
向

け

ら
れ

る
よ

う

に
な

っ
て
く

る
。

「言

語

ゲ

ー

ム
」
と

い
う
表

現

は
、
言

葉
を

使
う

と

い
う

こ
と

が
、

わ
れ

わ
れ

の
行
為

あ

る

い
は
生
活

形
式

の

一
部

で
あ

る

こ
と
を

明
ら

か

に
す

る
た
め

の
も

の
な

の

で
あ

り

(
『探

究

』
第

一
部

二
十

三
節

)
、

こ
の
よ
う

な

「
固

い
岩

盤

」

の
上

に
わ
れ

わ

れ

の
日
常

生

活

も
成

り
立

っ
て

い
る
。

言
語

ゲ

ー

ム
の
多
様

性

の
う

ち

に
、
わ

れ
わ

れ

の
生

の
多

様

性
を

見

て
取

る

こ
と
が

で
き

る
だ

ろ
う
。

そ

う
で
あ

れ
ば

、

「
写
す

」
と

い
う

こ
と

も
言
語

の
機

能

の

一
部

に
す
ぎ

な

い
の

で
あ

っ
て
、

そ
れ

が
言



語

の
た
だ

一
つ
の
機
能

で
あ

る

と
言

う

こ
と
は

で
き

な

い
。
そ

し

て
言

葉

の
意
味

に

つ
い
て
も

、
言
語

外

の
事
実

と
の
関
係

と

い
う
観

点

か

ら
考

察

さ
れ

る
の

で
は
な

く
、
わ

れ
わ

れ
が

言
葉

を
ど

の

よ
う

に
使

っ
て

い
る

か
、
と

い
う
観

点

か
ら
考

察

さ
れ

る
よ

う

に
な

っ
た
。
「
あ

る
言

葉

の
意

味

と
は
、

言
語

に
お
け

る
そ

の
言

葉

の
用
法

で
あ

る
」

(
『探

究
』

第

一
部

四
十

三
節

)

と

い
う

の
が

、

『探
究

』

の
意

味
論

の
核

心

で
あ

る
。

こ

の
よ
う

に
、
言

語
ゲ

ー

ム
と

い
う
新

し

い
言

語
観

を
手

に
し
た

ヴ

ィ
ト
ゲ

ン
シ

ュ
タ

イ

ン
は
、

「
写
像

理
論

」
と
決
別

し

て

い

っ
た
。

そ

れ

に

伴

い
、
意

志

(
そ
し

て
行
為

)
に

つ
い
て

の
見
方

も

ま

た
異
な

る
も

の
と
な

っ
た
。
言

語

が
、

「
写

す
も

の
」
と
し

て
で

は
な
く
言

語

ゲ

ー
ム

と
し

て
語

ら

れ
る

よ
う

に
な

る
と

と
も

に
、
意

志

に

つ

い
て
も

い
ま
や
内

的
観
点

か
ら
語

ら
れ

る

こ
と

と
な

っ
た

の
で
あ

る
。

前

節

で
示

し
た
第

一
の
問
題

、

す
な

わ
ち
、

「
出
来

事

と
し

て

の
意

志

」
と

い
う
問

題

か
ら
始

め

よ
う
。

『論
考

』

に
お

い
て
は
、
意

志

は

「
現

象

」
と

み
な
さ

れ
て

い
た

が
、

『探

究

』
で
は
、

「
意
志

的

に
行
為

が
行

わ

れ
る
さ

い
の
意

志

は
、

行
為

に
〈

付
随

し

て

い
る
〉

の
で

は
な

い
」

(
『探

究
』

第

一
部

四
三
三
節

)

と

い
う
点

が
強

調

さ
れ
、

「
作

用
」

(状
態

・
過

程
)

と

し
て

の
意

志

と

い
う
考

え

が
徹

底

的

に
批
判

さ

れ
て

い

っ
た
。

次

の
よ

う
な
例

を
見

て

み
よ
う

。

た
と

え
ば
、

な

が
ら

く
迷

っ
た
末

に
歯
医

者

に

い
く

こ
と

に
決

め
た

り
、

こ
れ

か
ら
仕
事

を

始

め
よ
う

と

い
う

場
合

、

わ
れ

わ
れ

は
行
為

に
先

行
す

る
意

志

の
作

用

の
よ
う

な
も

の
を
想

定

し
た
く

な

る
。

し

か
し
、
出

迎

え

に
き
て

く
れ

た
人

が
さ

し
出

し
た

手

を
握

る
、
手
紙

を
書

く

た

め

に
手

を
動

か
す

、
話

を

す
る

た
め

に

口
を
動

か
す

…
と

い

っ
た
例
を
考

え
て

み
る

と
ど

う

か
。

こ
う
し
た

事
例

す

べ
て

に
、

そ

れ

に
先

行
す

る
意

志

の
作

用

を
同

定

す
る

こ
と

は
ほ

と
ん

ど
不
可

能

で
あ

ろ
う
。

人

は

一
つ
の
事
例

に
基
づ

い
て
、

す

べ
て

の
場

合

を
論

じ

つ
く

そ
う

と
し
が

ち

で
あ

る
。

し
か

し
な

が
ら
、

「
意
志

行
為

と
非
意

志
行

為

の
あ

い
だ

に
は
、
意

志

の
作

用

(
　

)

な
る

　
コ　

り

一
つ
の
要

素

の
有

無

が
、

す

べ
て

の
場
合

に
共

通
す

る

ち
が

い
と

し

て
あ
る

わ
け

で
は
な

い
」

の
で
あ

る

(
『茶

色
本

』

二

四
三
頁

)
。

一
般
的

に
言

っ
て
、
意
志

の
作

用

に
よ

っ
て
行

為

を
説

明
し

よ
う

と
す

る
説

で

は
、
意
志

の
概

念

を
行
為

の
概

念

に
優
先

さ

せ

て
考

え
て

い
る
。

意
志

に
よ

っ
て
行

為

は
生

み
出

さ

れ
る

の
だ

か
ら
、

生

じ
て

き
た
行

為

の
ほ

う
は
後

回
し

に
し
て
考

え

れ
ば

よ

い
、

と

い
う
わ

け

で
あ

る
。

こ
れ

は
、

心
身

二
元
論

に
し
ば

ら

れ
た
考

え
方

で
あ

っ
て
、
多

く

の
行

為

論

の
背
後

に
あ

る
前
提

で
あ

ろ
う
。

し

か
し
な

が

ら
、
行

為

こ
そ
第

一
に
考

察

す

べ
き
も

の
で
あ

っ
て
、
意

志

は
そ

こ

に
お

い
て
説

明

さ

れ
る

べ
き

も

の
な

の
で
あ

る
。



　
意

志
す

る

こ
と
は

、
も

し

一
種

の
願

望

で
な

い
は
ず

だ

と
し

た
ら

、
行
為

そ

の
も

の

で
な
く

て
は

な
ら

な

い
。
賑

そ
れ

は
行
為

の
前

に
立

ち

は
だ

か

っ
て
は
な

ら
な

い
。
も

し
そ

れ
が
行

為

で
あ

る

と
し
た

ら
、
そ

れ

は
そ

の
語

の
通
常

の
意
味

で
そ
う

な

の
で
あ

り
、
し
た

が

っ
て
、

話

す

こ
と
、

書

く

こ
と
、
行

く

こ
と
、

何

か
を

も
ち
上

げ

る

こ
と
、
何

か
を

表
象

す

る

こ
と
、

で
あ

る
。

と

こ
ろ
が

ま
た
、

話

す

こ
と
、
何

か
を

も
ち

上
げ

る

こ
と
、
何

か

を
表
象

す

る

こ
と
等

々
を

ー
…

志

し
、

試

み
、
努

力

す
る

こ
と

で
も
あ

る
。
L

(
『探

究

』
第

一
部

六

一
五
節

)

意

志
行

為

で
あ

る
か
否

か
は
、
「
多

く

の
場
合

、
あ

る
内
的

経
験

に
よ

っ
て
で

は
な
く

、
そ

の
行
為

が

な
さ

れ
る
多

種
多

様

な
状

況

に
よ

っ
て
特

徴

づ
け

ら
れ

る
」

(『
茶
色

本
』
二
五
二
頁

)
。

す
な

わ

ち
、

わ

れ
わ

れ

の
行

な

う
個

々

の
言

語
ゲ

ー
ム
と

い
う
脈

絡

に

お

い
て
意

志
行

為

で
あ

る

か

否

か

は
決

ま

っ
て
く
る

の

で
あ

っ
て
、

そ
う

で
あ

れ
ば
、

「
意
志

す

る

こ
と
"
を

「
行

な
う

こ
と
　

か
ら
区

別

す
る
必

要

も
な

い
と

い
う

こ
と

に
な

ろ
う
。

意

志

が

こ
の

よ
う
な

も

の
で
あ

る

と
す

れ
ば

、

「
現
象

と

し
て

の
意

志
　

と

、
倫

理
的

意
志

し

と

い
う
、
　
論

考
　

で
な

さ
れ
た

区
別

も
不
要

で

あ

る
。

意
志

は

も
は

や
、
世

界

に
お

け
る
出
来

事

で

は
あ
り

え
な

い
し

、

か
と

い

っ
て
世

界

の
な

か

に
は
存
在

し

な

い

「
倫

理
的
意

志

」
が

要
請

さ
れ

る

こ
と
も

な

い
。

意
志

す

る

こ
と
が
行
為

す

る

こ
と
自
体

で
あ

る
と
す

れ
ば

、
世
界

を
越

え

た
超
越

的
存

在

を
も

ち
出

す
必
要

は
な

い
か
ら

で
あ

る
。
意

志

の
概
念

は

い
ま

や
、
世
界

の
内

と
外

に
分
裂

す

る

こ
と
な

く
、
行

為

の
概

念

の
な
か

に
し

っ
か

り
と
結

び

つ
け

ら
れ

て

い
る
。

四

意

志

の

言

語

表

現

ヴ

ィ
ト
ゲ

ン
シ

ュ
タ
イ

ン

に
よ

れ
ば
、
「
あ

る
状
態

の
存
立

か

ら
、
こ
れ

と
は
異

な

っ
た
状
態

の
存
立

を
推

論

す
る

こ
と

は

い
か
な

る
し

か
た

に

よ

っ
て
も
不

可
能

」

(
　論

考
　
五

・
一
三

五
)
で
あ

る
が
、

そ

れ
は
、

「
そ

の
よ
う
な

推
論

を
正

当
化

す

る
よ

う
な
因

果
連

鎖

は
存
在

し

な

い
　

(
『論

考
』

五

・
=

二
六
)

か
ら

で
あ

る
。

し
た
が

っ
て
、
未
来

の
出
来

事
を

現
在

の
出

来
事

か
ら
推
論

す

る

こ
と
は

で
き

な

い
と

い
う

こ
と

に
な
り

、

こ

の

こ
と
か
ら

の
帰
結

と

し
て
、

「
意
志

の
自

由

は
未
来

の
行

為

を

い
ま
知

る

こ
と
が

で
き

な

い
と

い
う
点

に
存

す

る
し
と

い
う

こ
と

に
も

な
ろ

う



(『
論
考

』
五

・

=
二
六

一
)
。

『論
考

』

で

は
、

意
志

は

「
現
象

」

と
し

て
、
世

界

の
な

か
で
生

じ

て
く

る
も

の

の

一
つ
と

み
な
さ

れ
る
。

そ

の
よ

う
な
枠

組

に

お

い
て
は
、

た
し

か

に
、
自

分

が

こ
れ

か
ら
行

な
う

こ
と

を
知

っ
て

い
る

こ
と

も
、
次

に
訪

れ

て
く

る
日
食

の
日
時

を
知

る

こ
と
も

、
同

じ
帰
納

的

な
知

り

か

た

と
し

て
説

明
す

る
以
外

に
な

い
で
あ

ろ
う

。

こ
れ

に
対

し
、

『
探
究

』
に
お

い
て

は
、
自
分

が

こ
れ
か

ら
行
な

お
う

と
す

る

こ
と

は
、
帰
納

的

な
推
論

と
は

ち
が

っ
た

し
か
た

で
知

り
う

る

こ

と
が
自

覚

さ
れ

て
く

る
。
そ

し
て

こ

の
知

り

か
た

の
ち

が

い
は
、
言
語

ゲ

ー

ム
、
す
な

わ
ち
生

活
形

式

の
ち

が

い
と
し

て
説
明

さ

れ
る

の

で
あ

る
。

た
と

え
ば
、

ヴ

ィ
ト
ゲ

ン
シ

ュ
タ
イ

ン
は

『探

究

』
六

二
九
節

に

お

い
て
、

「
命
令

」

と

「
(科
学

的
)

予
測

」

と

い
う

二

つ
の
言

語
ゲ

ー

ム
を
対

比
さ

せ

て
、

そ

の
ち
が

い
に
注
意

を
促

し

て

い
る
。

そ

の
狙

い
は
、

「命

令

」
も

「
予
測

」
も

、
未

来

の
事

態

に

つ
い
て
な

さ
れ

る
と

い
う
点

で

は

　
ア

　

同
じ

で
あ

っ
て

も
、
言

葉

の
働

き
は
異

な

っ
て

い
る

と

い
う

こ
と
を
示

す

こ
と

に
あ

っ
た
。

そ

れ

と
同

じ

よ
う

に
、
自

分

が

こ
れ
か

ら
す

る

つ
も
り

の
行
為

に

つ
い
て

の
発

言

と
、
未

来

の
事
態

を
予

測

す
る
発

言

と

で
は
、
言

葉

の
働

き

　
お

　

は
ま

っ
た

く
異

な

っ
て

い
る
。
以

下

で
は
、

ア

ン

ス

コ
ム
が

『
イ

ン
テ

ン
シ

ョ
ン
』
に
お

い
て
示

し
た
考

察

を
参
考

と
し
な

が
ら
、

「
予

測
」
と

「
意

志

の
表

現

」

の
文

法
的

区
別

に

つ
い
て
考

え
て

み
る

こ
と

と
し

よ
う
。

ω

私

は

い
ま
散

薬

を

二

つ
服
用

す

る
だ

ろ
う

」

②

そ

の
あ
と
半

時
間

す

る
と
私

は

嘔
吐

す
る

だ

ろ
う

ω

②

い
ず

れ
も
、

そ

の
発
言

の
後

に
生

じ

て
く

る

こ
と

に

つ
い
て
述

べ
て

い
る
と

い
う
意

味

で

は
異
な

る

と
こ

ろ
は
な

い
。

し

か
し
、
両

者

に

は
根

本
的

な

ち
が

い
が
あ

る
。

ま
ず

、
「
私

は
散

薬

を

二

つ
服
用

す

る
だ

ろ
う
」

の
場

合
、

私

は
、
薬

を
服

用

す
る

つ
も

り
だ

と

い
う
決
心

.
意
志

を
告

げ

て

い
る
の

で
あ
り

、

こ
れ

は

「未

来

の
意

志

の
表
現

」
で
あ

る
。

一
方

、

「半

時
間

す

る

と
私

は

嘔
吐

す

る
だ

ろ
う
」
は
、

い
ま

の
自

分

の

体
調

や
薬

の
効

果
な

ど
を
考

え
合

わ

せ

れ
ば

半
時

間
後

に
嘔
吐

す

る
で
あ

ろ
う

、

と

い
う

「
予

測
」

な

の
で
あ

る
。

ω
が
自

分

が

こ
れ

か
ら
行

な

う

つ
も

り

の

「行

為

」

に

つ
い
て

の
発
言

で
あ

る

の

に
対

し
、

②

は
自

分

の
身

に
振

り

か
か

っ
て
く

る

「出

来

事
」

に

つ
い
て

の
発
言

で
し

か
な



い

。②

の
発

言

に

つ

い
て

は
、
「
な
ぜ

そ
う
思

う

の

か
?
し
と
問

わ
れ

れ
ば
、
私

は
自
分

の
現
在

の
体
調

や
薬

の
効
能

な

ど

を
根
拠

に
し
て
自

分

の
発

言

を
証
拠

づ

け
る

こ
と

が
で

き
る
。

こ
れ
は
科

学
的

予
測

と
同

じ

で
あ

り
、
現

在

の
雲

の
状
態

や
気

圧
配

置

か
ら
次

の
田

の
天

候

を
予
測

す

る

の

と
変

わ

り
は

な

い
。

他
方

、

「私

は
散
薬

を

二

つ
服

用
す

る
だ

ろ
う

」
と

い
う
発
言

に
対

し

「
な
ぜ

だ

?
」
と
問

わ

れ
、

「
胃

の
も

た
れ

を
治

す
た

め

だ
」

と

か

「
胃

を
洗
浄

す

る
た

め
だ
　

と
答

え

る
場
合

、

そ
れ

は

「
予

測
篇

で

は
な
く

、
私

が
薬

を
飲

む

「
理
由

篇

な

の
で
あ

る
。
私

は

た
ん

な

る
傍
観

者

・
観
察

者

と

し
て
そ

う
言

っ
て

い
る

の

で
は
な

く
、
行

為
者

と

し

て

「
行
為

の
理
由

」
を
与

え

て

い
る

の
で
あ

る
。

で

は
、
意

志

の
表

現

は
、
自

分

の
未
来

の
行

為

と
ど

の
よ

う

に
関

係

し

て

い
る
の

か
。
「
私

は
半
時
間

後

に
嘔
吐

す
る

だ
ろ

う
し
と

い
う
予
測

は
、

も
し
私

が
じ

っ
さ

い
に
は
嘔

吐
し

な

か

っ
た

な
ら

、
誤

っ
て

い
た

こ
と

に
な

る
。

そ

の
意

味

で

は
、
天
気

予
報

の
よ
う

な
予
測

と
同
じ

よ
う

に
、

世

界

の
側

の
事

実

と

一
致
す

る

か
否

か

に
よ

っ
て
そ

の
発

雷

の
真
偽

は
決

ま

っ
て
く
る
。

他
方

、
薬

を
飲

む

つ
も

り
だ

と

い
う
意
志

の
表

現

の
場

合

、

こ

の
こ
と

は
成

り
立

た
な

い
。
自

分
が

な
す

だ

ろ
う
と

言

っ
た

こ
と
を

な

さ
な

い
場
合

、
私

が

ま
ち
が

っ
た
判

断

を

し
た

と

い
う
わ
け

で

は

な

い
。

ア

ン

ス

コ
ム
が

主
張

す

る
よ
う

に
、

こ

の
場
合

、
未
来

の
事

態

ハ行
為

)

の
方

が
発
言

に
従
う

べ
き
な

の
で
あ

っ
て
そ

の
逆

で
は
な

い
。

ゼ
ま

ソ

あ

る
場
合

に
は

、
事
実

の
ほ
う

が
言
葉

と

一
致

し
な

い
が

ゆ
え

に
非
難

さ

れ
る

の
で
あ

っ
て
そ

の
逆

で
は

な

い
の

で
あ

る
。

五

観

察

に

基

づ

か

な

い

知

識

し
か

し
な
が

ら
、

そ
う

は
言

っ
て
も
、

「
～
す

る

だ
ろ

う

(
す
る

つ
も

り
だ

)
」
と

い
う
意

志

の
表

現

に

つ

い
て

は
、
そ

れ

が
写
し

て

い
る
当

の

事
態

が
何

か
あ

る

は
ず

だ

、

と

い
う
考

え

が
ど

う
し

て
も
浮

か
ん

で
く
る
。

そ

し

て
、

写

さ
れ

て

い
る

の
は
意

志

の
内

的

過
程

で
あ

る
、

と
考

え

る

の

は
自

然

で
あ

ろ
う
。

そ

う
で
あ

れ
ば
、

「
私

は

い
ま
散

薬
を
二

つ
服
用

す

る
で
あ

ろ

う
」
と

い
う

発
言

は
、

現
在

の
自

分

の
心

の
内

部

を
同
定

し

た
表
現

だ

と

い
う

こ
と

に
な
る
。

し

か
し
、

そ

の
意

志

を
も

っ
て

い
る
当

入

が
、

そ

の
発
言

に
よ

っ
て
自

分

の
意

志

を
写

し

て

い
る

の
だ

と
し



　
へ

た

ら
、
当

人

が
自
分

の
意

志

を
誤

っ
て
同
定

す

る
可
能

性

も
ま

た
容
認

し

な
け

れ
ば

な
ら
な

い
。

そ

し
て

こ
れ

は
認

め
が

た

い
こ
と

で
あ

ろ
う
。

で
は
意

志

の
表
現

に
お

い
て
、
言

語

は
ど

の

よ
う

な
働

き
を

し

て

い
る

の

か
。

「
私

は
散
薬

を

二

つ
服

用

す

る
だ
ろ

う
」
は
、
心

の
内

部
を

同
定

し

て

い
る

の
で
は

な
く
、

そ

う
語

る

こ
と

に
お

い
て
初

め

て
私

の
未

来

の
行

為

の
形

が
定

ま

っ
て
く

る

の
で
あ

る
。
私

の
意

志

は
、

そ

の
表

現
を

通

し

て
ま
だ
存

在

し
な

い
行
為

へ
と
す

で

に
到

達

し

て
お

り
、

そ
し

て
私

の
行
為

が

ど
ん

な
も

の
な

の

か
は
語

り

の
な

か
で
あ

ら
わ

に
な

っ
て

い

る
。

そ

の
意
味

で
は
、
意

志

の
表

現

は

「
自
己

自
身

」
に
関

す
る

こ
と

を
外
側

へ
と
表

明

し
、
自

分

の
内

側

を
明

ら

か

に
す

る

こ
と
な

の
で
あ

る
。

次

の
よ
う
な

ヴ

ィ
ト
ゲ

ン
シ

ュ
タ

イ

ン

の
言
葉

が

、

こ

の
事
情

を

明
ら

か

に
し

て
く

れ
る

で
あ

ろ
う
。

「
な
ぜ
私

は
彼

に
自

分

の
し
た

こ

と

の
ほ
か

に
さ

ら

に
意

志

を
も
伝

達

し
た

い
の
か

そ

の
意
志

も

ま
た

、
あ

の
と

き
生

じ

て

い
た
何

か

で
あ

っ
た

か
ら

で
は
な

い
。
あ

の
と
き
起

こ

っ
た

こ
と
を

越

え
出

て

い
る
私

に

つ
い
て
の
何
事

か
を
彼

に
伝
達

し

た

い
か

ら
な

の
で
あ

る
。

自

分

の
し

た
か

っ
た

こ
と
を
述

べ
る
と

き
、
私

は
自

分

の
内
部

を
開

示

し

て

い
る
。

だ

が
あ

る
自

己
観
察

に
基

づ

い
て
で

は
な

く
、
あ

る
反
応

(人

は

こ
れ
を

直
観

と
呼

ぶ

こ
と
が

で
き

よ
う

)
を
介

し

て

で
あ

る
」

(
『探

究

』
第

一
部

六

五
九
節

)

意

志

の
表

現

は
、
観
察

に
基

づ

か
な

い
自

己
自

身

の
表

明

で
あ

り
、

い
ま

や
内

的

観
点

か
ら
行
為

に

つ
い
て
語

ら

れ
る
よ

う

に
な

っ
て
く

る
。

『論

考

』
で
は
、
言

語

は
事
実

の
写

像

で
あ

っ
て
、

「
私
」
は
、

言
語

が
事
実

を

正

し
く
写

し

て

い
る

こ
と
を
確

か
め

る
こ
と

に
よ

っ
て
、
事
実

の

あ

り
方

に

つ

い
て
知

る
。
自

分

の
行

為

に

つ
い
て
も
帰
納

的

に
知

る
し

か
な

い
と

い
う

の
も
、

こ
の
よ

う
な
言

語
観

に
根

ざ

し
た
考

え
で
あ

る
。

し

か
し

な
が

ら
、
言

語

に
現
実

の
方

を

従
わ

せ

る
こ
と

に
よ

っ
て
、

現
実

を
変

え

て
ゆ

く
と

い
う

の
が
行

為

の
本
来

の
あ
り
方

で
あ

ろ
う
。
私

が

自
己

の
行

為

に

つ

い
て
直

観

的

な
知

を
も

ち
う

る
の
も

、

こ
の
よ

う
な
言

語

と
現
実

の
関

係

の
逆
転

に
お

い
て
捉

え

ら
れ

ね
ば
な

ら
な

い
も

の
で

あ

る
。

『探

究

』
第

二
部

X
で
は

、

「私

自
身

の
言

葉

に
対
す

る
私

の
態
度

は
、
他
人

の
言

葉

に
対

す

る
態
度

と

は
ま

っ
た
く

異

な

っ
て

い
る
」

と

述

べ
ら

れ

て

い
る

が
、

そ
う

だ

と
す

れ
ば
、

こ
こ
か

ら
私
自
身

の
行
為

に
対

す

る
私

の
関

係

が
、

そ

れ
以
外

の
も

の
に
対
す

る
私

の
関

係

と
は

ま

っ
た
く

異
な

る
と

い
う

こ
と

も
見

て
取

る

こ
と

が

で
き
る
。

〈

す
る

こ
と
〉

〈
行

な
う

こ
と
〉

と
し

て

の
行

為

の
能
動

的
意

味

と
は
、

こ
の
よ

う

な
、

「
私
」
と

「私

の
行

為

」
の
関

係
、

す

な
わ

ち
、
行

為

者
が
行

為

の
源
泉

と

し

て
の
自
己

に

つ
い
て
も

つ
知

に

お

い
て
明
ら

か

に
さ
れ

る

べ
き



も

の
で
あ

ろ
う
。

ヴ

ィ
ト
ゲ

ン
シ

ュ
タ
イ
ン
の
著
作

に
お
い
て
散

見
で
き
る
、
内
的
観

点

か
ら

の
行

為

の
考
察

を
藤
と
め

て
、
　観

察

に
基

づ
か
な

い
知
識
　

　
)
と
し

て
体
系

づ

け
た

の
は

ア

ン
ス

コ
ム

で
あ

っ
た
。

そ
れ

は
、
後

期

ヴ

ィ
ト
ゲ

ン
シ

ュ
タ
イ

ン

の
著
作

の
綿
密

な
検

討

ヘ
ロ

い

か
ら
紡
ぎ
出

さ

れ
た

も

の
と
考

え
ら

れ

る
。

「
火
星

に
は
二

つ
の
衛

星
が

あ

る
」

「中

央

ア

フ
リ
カ

は
深
刻

な
干

ば

つ
に
見

舞

わ
れ

て

い
る
」

「
彼

は
タ

ク

シ
ー
を
呼

ん

で

い
る
」

…
。

こ
れ

ら

の
文

は

い
ず

れ
も
外

部

世
界

に

つ
い
て

の
知
識

(彼

の
行

為

も
そ

れ

に
含

め

る

こ
と
が

で
き

る
〉

を
述

べ
て

い
る
も

の
で

あ
り
、

そ

の
さ

い
、

そ

れ
を
確

認

す
る

た
め

に
は
、

観
察

の
作
業

i

じ

っ
と
眺

め
た

り
触

れ
た

り
す

る
、
器

具
を

使

っ
て
観

測

す
る
、

新
聞

で
調

べ
る
、

な
ど

ー
ー

を

通
し

て
事
実

を
同

定

す
る

と

い
う
手
続

き
が

必
要

で
あ

る
。

こ
れ

に
対

し

て
、
自
分

が
何

を

し

て

い
る

の
か
、

な
ぜ

そ

う
し

て

い
る

の
か
と
問

わ

れ
れ
ば

、
私

は

即
座

に
、

「
タ

ク

シ
ー
を
呼

ん

で

い
る
」
ー

　
会
議

に
遅

れ
な

い
よ

う

に
す
る

た
め

だ
し
、

「
印
鑑

を

さ
が

し

て

い
る

し

…

「
転
出

届

を
出

す
た

め
扁

と
答

え

る

こ
と
が

で
き

る
。

す

な

わ
ち

わ

れ
わ

れ
は
自

分
が
何

を

し

て
お
り

ま
た
何

の
た
め

に
そ

う
し

て

い
る

の
か

に

つ

い
て
、
観

察

の
作
業

を
伴

わ

な

い
直

知
を

も

っ
て

い
る
の

で
あ

る
。

ア

ン

ス
コ

ム

は
、

こ
の
条
件

に
よ

っ
て
意
志

行
為

を
規

定

し
よ

う

と
し
た

が
、

こ
れ

は
自

分

の
身

体

の
状
態

や
位

置

に

つ
い
て
も
観
察

な
し

に

知

る

こ
と
が

で
き

る

と

い
う
事

実

と
深

く
結
び

つ
い
て

い
る
。
た

と

え
ば

、

「
私

は

ベ

ッ
ド

に
横

に
な

っ
て

い
る

」
「
私

は
自

分

の
腕

を
上
げ

て

い

る
」

と
目

を

閉
じ

た
ま

ま
欝

う
場
合

、

そ

れ
は
自

分

の
身
体

の
状

況
を

同
定

し

て
そ
う

言

っ
て

い
る

の
で

は
な

い
。

わ
れ

わ
れ

は
、
自

己

の
身
体

の
状
態

に

つ
い
て
は
、

観
察

に
基

づ
く

こ
と
な
く

直
接

に
知

っ
て

い
る

の
で
あ

り
、

そ
れ

は
、
自

分

の
行
為

が
何

で
あ
る

か
知

っ
て

い
る

と

い
う

の
と
同

じ
意

味

で
言

わ
れ

て

い
る

の
で
あ

る
。

世

に
住

む
身

で
あ

る
以
上

、

「
私
」

は
、

「
身
体

」

を
も

ち
、
世

界

の
な

か

の
こ

こ
に
、

し

か
じ

か
の
状
態

で
生

き

て

お
り
、

ま
た
自

ら

の
身
体

を
能

動
的

に
勤

か
す

こ
と

に
よ

っ
て
世

界

に
変
化

を
生

み
だ
す
。

そ

の
と

き

の
自

己

の
行
為

に

つ
い
て

の
知

は
内

的
観

点

か
ら

与
え

ら
れ

る
も

の



で

あ

る

。

と

こ

ろ

が

、

私

と

私

の
な

す

行

為

も

ま

た

世

界

の

一
部

で

あ

る

が

ゆ

え

に

、

生

じ

て

く

る

出

来

事

と

し

て
行

為

を

描

写

せ

ざ

る

を

え

な

く

な

る

。

そ

し

て

問

題

は

、

行

為

を

外

側

か

ら

見

る

見

方

に
よ

っ
て

す

べ
て

が

語

り

つ
く

さ

れ

る

と

思

い
込

む

こ

と

か

ら

生

じ

る

の

で

あ

る

。

行

為

を

起

こ

る

こ

と

と

見

る

外

的

な

見

方

は

、

ど

の

よ

う

な

説

で

あ

ろ

う

と

、

行

な

う

こ

と

の
意

味

を

捉

え

そ

こ

な

っ
て

い
る

よ

う

に

思

わ

れ

る

。

畦

(1

)
　

の
序

章

お

よ
び

第

7
章

を
参

照

。

(2

)
　

(奥

雅

博

訳

、
大

修

館

書

店

)

(3

)

以

.ト

の
ヴ

ィ

ト
ゲ

ン

シ

ュ
タ
イ

ン
の
意

志
論

に
関

し

て

は
、
　

　
(奥

、
松

本

訳

『倫

理
と

行

為
』
、

勤

草
書

房

)
を

参

照

し

て

い
る

。

ま

た
、

ウ

ィ
ン

チ
と

は

異

な

る
解

釈

と

し

て

は
、
魚

津

郁

夫

「行

為

と
原

因

」

(熊

本
大

学

文

学
部

論

叢

第

一
八
号

)

を
参

照

。

(
4
)
　

(奥

雅

博

訳

、
大

修

館
書

店

)

(
5
)

ウ

ィ

ン
チ

『倫

理

と
行
為

』

一
六

三
頁

～

一
六
七

頁

(
6
)
　

(大

森

荘

蔵

訳

、

『青

色

本

・
茶

色

本

』
大

修

館

書

店

)

(
7
)

『探

究

』
第

一
部

六

三

〇
節

で
、

ヴ

ィ
ト

ゲ

ン

シ

ュ
タ

イ

ン
は

こ

の
二

つ
の
言

語

ゲ

ー

ム
を

対

比

さ

せ

て

い
る
。

「
二

つ
の
言
語

ゲ

ー
ム

を
考

察

せ

よ
。

(
a
)
あ

る

人

が
他

の
人

に
、

一
定

の
運

動

を

す

る

よ
う

、

あ

る

い
は

[
一
定

の
]
身

体

の
構

え
を

す

る
よ

う

、
命

令

を

下

す

(体

操

教
師

と
生

徒

)
。

そ

し

て

こ
の
言

語

ゲ

ー

ム

の

一
つ
の
変

形

は

こ

う

で
あ

る
。

生

徒

が
自

分

自

身

に
命

令

を

下

し

、

そ

れ

か
ら

そ

れ
を

遂

行

す

る
、

と

い
う

こ

と
。

(b
)
だ
れ
か
が
あ
る
種
の
規
則
的
な
出
来
事
ー

た
と
え
ば
異
な

っ
た
金
属

の
酸

に
対
す

る
反
応
-

を
観
察

し
、
そ
れ

に
つ
づ

い
て

一
定

の
場
合

に
生

ず

る

で
あ

ろ
う

諸

反
応

に

つ

い
て
予

測

を
行

な

う

。

こ
れ

ら

二

つ
の
言

語
ゲ

ー

ム

の
間

に

は
、

明

ら

か
な

近
似

が
あ

る

が

、

ま
た

根
本

的

な

差

異

も
あ

る
。

こ
の

双
方

で
、

人

は
言

い
表

さ

れ

た
言

葉

を

「
予
測

」

と
呼

ぶ

こ
と

が

で
き

よ

う
。

し

か

し
第

一
の
手

法

に
通

じ

る
訓

練

と

、
第

二

の
手

法

の

た

め

の
訓
練

と
を

比

較

し

て

み
よ

!

L



(
8
)
　

(菅

豊

彦

訳

『
イ

ン

テ

ン
シ

ョ
ン
』
産

業

図

書

)

(9
)

『イ

ン
テ

ン
シ

ョ
ン
』

二
節

。

(
10
)

『
イ

ン
テ

ン
シ

ョ
ン
』

三
節

。

(
11
)

ヴ

ィ
ト
ゲ

ン
シ

ュ
タ

イ

ン
に

お

い
て

も
、

「
観
察

に
基

づ

か

な

い
」

と

い
う
表

現

は
す

で

に
準

備

さ

れ

て

い
る

。

「
た

と
え

ば

、
あ

る
人

が
朝

ベ

ッ
ド

か
ら
起

き

る

と
す

る

。

そ

の
さ

い
生
起

す

る

こ
と

の
全

部

は

、
彼

が

『も

う
起

き

る
時

間

か

な
』

と

思
案

し

、

決
心

し
よ

う

と

つ
と

め
る

、

そ

し

て

突

然
、

自

分

が
起

き

上

が

っ
て

い
る

の

に
気

づ

く
、

と

い
う

こ

と

で
あ

る
。
」
ヴ

ィ

ト
ゲ

ン
シ

ュ
タ

イ

ン

は

こ

の
よ

う

な
事

例

を
挙

げ

、

次

の
よ

う

に

コ
メ

ン
ト
し

て

い
る
。

「
ま

る

で
他

人

を
観

察

し

て

い
る
よ

う

に
!
自

分

が

起

き
上

が

っ
て

い
る

の

に
た
だ

『気

づ

い
』
た
り

そ

れ

を
眺

め
て

い
た

り

す

る

の

で
は

な

い
。

そ
れ

は

ま

た
、
反
射

運

動

な

ど

を
眺

め
る

よ

う

な

こ

と

で
は

な

い
。
」
さ

ら

に
、
ヴ

ィ

ト
ゲ

ン

シ

ュ
タ
イ

ン
は

、
「
[反

射

運

動

で
]

自

分

の
腕

が

上

が

る

の
を
観

察

し

た

り
、

だ

れ

か
他

人

が

ベ

ッ
ド

か

ら
起

き

上

が

る

の
を

な

が

め

て

い
る

の
と

、
自

分
が

起

き

上

が

っ
て

い
る

こ

と

を

気

づ

く

こ
と

の

あ

い
だ

に

は
多

く

の
著

し

い
ち

が

い
が
あ

る

」
と
言

い
、

自

分

が

ベ

ッ
ド

に
起

き

上

が

る

こ
と

に
気

づ

く

場

合

に
は
、

「
観

察

す

る

態

度

」

(
　

q
)

が

存
在

し
な

い
、

と
言

っ
て

い
る

。

(
『茶

色
本

』

一一
」

一
)

(昭

和

六
十

三
年

本

学
大

学

院
博

士

課

程

修

了

・
熊

本

大

学
非

常

勤

講
師

)


