
九州大学学術情報リポジトリ
Kyushu University Institutional Repository

ヘーゲル哲学における無限性の概念の考察

相良, 謙一

https://doi.org/10.15017/1397649

出版情報：哲学論文集. 16, pp.81-100, 1980-09-20. 九州大学哲学会
バージョン：
権利関係：



へ
ー
ゲ

ル
哲
学
に
お
け
る
無
限
性

の
概
念

の
考
察

相

良

謙

一

序

文

拙
論

の
狙

い
は
、

『精

神

現
象
学
』

「
力

と
悟

性
」

の
章

に
即

し

て
、
対

象
意

識

の
自

己
意

識

へ
の
移

行

、
並

び

に

「
生

の
単
純

な
本

質
」

と
し

て

の

「
無
限

性
」

(
　

の

「
概
念

」
の
生

成
を

見
届

け

る

こ
と

で
あ

る
。
「
力

と
悟

性
」
の
章

に
お

い
て
は
、
対
象
世

界

の
構

造
と

意

識

の
構

造

と
の
同

一
性

が
開

示

さ
れ
る

。
こ
れ
を
も

し
例

え
ば

「先

験
的

哲
学
」

の
言
葉

に
翻

訳

し
て
み
る
な
ら
ば

、

経
験

の
可
能
性

の
制

約

は
同

時

に
経
験

の
対
象

の
可
能

性

の
制

約

で
あ

る
、

と

い
う

こ
と

に
な

る
だ

ろ
う

。

し

か
し
な

が
ら

、

へ
ー

ゲ

ル
の
狙

い
は
も

っ
と
深

い
と

こ
ろ

に
あ

る
。

へ
ー
ゲ

ル
は
先

験
的

反
省

の
論

理

を
越

え

て
、
思

弁

的
反

省

の
論

理
を

展
開

す

る
。
意

識

と
対
象

の
同

一
性

は
無

限
性

と
呼

ぶ
こ
と
が

で
き

る
が

、
し

か
し

こ

の
同

一
性

は
、
白

体
的

背

後
世
界

か
ら
切

り

離

さ
れ

た
感

覚
的

現
象

世
界

の

レ
ベ

ル
に
お

い

て
で
は
な
く

、
む

し

ろ
現
象

と
自

体

の
内

的
連

関

(
へ
ー
ゲ

ル
は

こ
れ
を
内

的
自

体

的
区

別

と
呼

ぶ
)

の

レ
ベ

ル
に

お

い
て
成

立

す

る
。
言

い
か
え

る
と
、
無

限
性

の
概
念

は
、
本

来

、
自

然
学

的
対
象

世
界

を
越

え

た
生

の
形

而
上

学
的

世
界

の
構
造

原

理

と
し

て
明

ら
か

に

さ
れ

る

の
で
あ

る
。

へ
ー
ゲ

ル
は
悟
性

の
啓

蒙

主
義

的
風
潮

を
極

度

に
嫌

う

。
悟

性

は
形

.而
k

学

的
対
象

が
夢

想

の
産
物

で
あ

り
、
認
識

.不
可

能

な
も

の

で
あ
る

こ



と
を
実

証

し
、

こ
れ
を

学
問

の
支

配
領

域

か
ら
切

り
離

そ
う

と
す

る

か
ら

で
あ

る
。

し

か
し

な
が

ら
、

ヘ
ー
ゲ

ル
は
か

か
る
学

閥

の
あ

り
方

に
真

っ
向

か

ら

反

対

し

、
悟

性

を

超

越

す

る
も

の
を
論

理

即
ち
概

念

の
言

葉

に
よ

っ
て
言

い
表

わ
す

べ
き

で
あ
る

こ
と
を
提

唱

す
る
。

従

っ
て
、

ヘ

ー

ゲ

ル
に
お

い
て
は

、
思
唯

と
認

識

は
も

は

や
区
別

さ

れ
な

い
。
悟

性

が
無

制

約
者

を
認

識

し

え
な

い

の
は
、
悟
性

が
有

限
だ

か

ら

で
あ

る
が
、

ヘ
ー
ゲ

ル
は

そ
こ

か
ら
直

ち

に
無
制

約
者

が
認

識
不

再
能

で
あ

る
と

い
う
結

論

は
降

さ
な

い
。

む
し

ろ
悟
性

の
有

限
性

を
踏

ま

え
た
上

で
、
悟

性

自
身

の
自

己
了
解

を
捉

し

、
悟
性

に
対

し

て

(
自
覚

的

に
)

繕

性

の
新

た
な
次

元

を
開
拓

す
る

こ
と

、

つ
ま

り

、
悟

性

的
反
省

の
閉
ざ

さ
れ

た
体

ω

系

を
反
省

そ
の
も

の

(
哲

学
的

反
省

或

い
は

理
性

と
し

て
の
反
省

と

も
呼

ば

れ

る
)

に
よ

っ
て
解

体

し
克
服

す

る

こ
と
が

、

ヘ
ー
ゲ

ル

に
と

っ
て

の
問
題

な

の
で
あ

る
。

青
年

期

の

へ
ー

ゲ

ル
の
思
索

は
常

に
、
純
粋

な
生

を

思
惟

す

る

こ
と

に
向

け

ら
れ

て

い
た

。
そ

の
時

、
彼

が
模
索

し

て

い
た

の
は

、
有
限

者

と

伽

無
限

者

(
人
間
と
神
)
と

の
生

き

た
具
体
的

な
関
係

、
即

ち
、

「
有
限

者

を
無

限

者

の
う

ち

に
生

と

し

て
定

立

す

る

こ
と
」

で
あ

っ
た
。
彼

に

と

っ

て

、
生

は
純
粋

悟
性

概
念

の
抽

象

的
統

一
や
伝
統

的
論

理

学

の
類
概

念

と

は
異

な

っ
て
、
有
限

で
特

殊

な
も

の
の
存

立

を
許

し
、

こ
れ

を
自
分

自

身

の
形

態

(
生

あ
る
も

の
ど
も
)

と

し

て
自

分

の
う

ち

に
包
揺

す
る
統

一
的

一
者

で
あ

り
、

ま

さ
に

そ

の
意

味

で

「
無
限
」

と
一、繕
い
う

る

の
で
あ

っ
た
。
だ

が
同
時

に
、

へ
ー
ゲ

ル
は
生

に
お

け
る
有
限

者

か
ら
無

限
者

へ
の
高

揚

、
或

い
は
無
限

者

か
ら
有

限
者

へ
の
下
降

を
概
念

の
言

葉

に
よ

っ
て
菖

い
表
わ

す
努
力

を
忘

れ

な

い
。
ま

さ

に

こ
の
努
力

の
成
果

が

、

一
般

に
弁
証

法

と
呼

ば

れ

て

い
る
も

の
の
内
実

で
あ
り
、

へ
ー
ゲ

ル
的
思

麟

弁

の
内
実

な

の

で
あ
る
。

今

圃

の
論
稿

に
お

い
て
は

、
我

々
は

と
り

あ
え
ず

、
『
精
神

現
象

学
』

「
力

と
糎
性

」

の
章

に
即
し

て
、
悟

性
的

認
識

の
枠

組

が

い
か

に
し

て
破

ら

れ
乗

り
越

え
ら
れ

て
い
く

の
か

、
ま

た
無
限

性

の
概
念

の
弁

証
法

的
思

弁

性

が

一
体

い
か

な
る
位
相

に
お

い
て
確
立

さ

れ
る

の
か
を

見

て

い
く

こ
と

に
し
よ

う
。



1

「
感

覚

的

確

信

」

「
知

覚

」

の

概

略

「
感
覚

的
確

信
」

の
章

は
直

接
性

の
批

判

で
あ
り

、
言

語

を
越

え

て
存

在

す

る
と
言

わ

れ

る

一
切

の
も

の

の
批

判

で
あ

る
。
感
覚

的
意

識

は
、

自
分

の
言

表

に
先

立

っ
て
無

媒

介

に
存

在

す

る

こ
の
も

の

(
　

)

を
も

っ
て
真

な
る
も

の
と
私

念

(
　

)
す

る
。

だ

が

、
「
言

表

さ
れ

は

え

な

い
と
言

わ
れ

る
よ

う
な
も

の
は
、
真

な

ら
ざ

る
も

の
、
非
理

性

的

な
も

の
、
単

に
私
念

さ
れ
た

も

の

に
他

な
ら

な

い
凶

感
覚

的
意

識

の
私

念

や
思

惑

を
切

り
崩

す

も

の
は
言

語

で
あ

る
。
「
言

語

は

私

念

を
即

座

に
逆

転

さ

せ
て
別

の
も

の
と

な
し

、
私
念

に
何

も
言

わ

せ
な

い
神

的
本

性
を

　

持

っ
て

い
る
」

意

識

は
言

語

の
神

的
本
性

を

通

し

て
、

こ
の
も

の
が
実

は
否

定

と
媒
介

を

孕

ん
だ
普

遍
的

な

こ
の
も

の
で
あ

る
こ
と

、
他
方

ま

た
、

感

覚

や
私
念

に
訴

え

る

こ
の
私
も

実

は
他

の

こ
の
私

に

よ

っ
て
否
定

さ
れ
媒

介

さ

れ
た
普

遍
的

な
私

で
あ

る

こ
と
を
経
験

す

る
。

こ
う

し

て
意
識

は

、
普

遍
的

な
私

が
普

遍
的

な

こ

の
も

の
を
真

理
と

し

て
受

け
取

る
知

覚

(
　

の
段

階

へ
と
進
む

。

「
知

覚
」

の
章

は
、
物

を
確
固

と
し

た
実

体

と
思

い
な
す

健
全

人
間

悟

性

(
常

識
)

の
批

判

で
あ

り
、
経

験
的
命

題

に

お
け

る
主

語
述

語
構

造

ロ

或

い
は
実
体

と
属

性

の
関
係

の
批

判

で
あ

都
。
知

覚

の
対

象

で

あ
る
物

(
　

)
は
、
も

は
や
私
念

さ

れ

た
個
物

で

は
な
く

、
他

の
個
物

に
対

し

て
も

妥
当

す

る
普

遍

的
諸
性

質

を
も

っ
た
普
遍

的

な
個
物

で
あ

り

、
感
覚

的

所
与

と
思

惟
規

定

の
混
合

的
統

一
態

で
あ

る
。

へ
ー
ゲ

ル
流

に
言

え

ば

・
物

と
は

、
諸
性

質

(
自
由

物
質
)

を
己

れ

の
う

ち

に
無

雑

作

に
受
容

す

る

「
抽

象
的
普

遍

的
媒
体

」

或

い
は

「
も
ま

た
」

(
　

)

の
契

機　

と
・
諸
性

質
相

互
間

並

び

に
諸

個
物

相

互
間

の
連
続

性

を
拒

否

す

る

「
排

除

的

一
者
」

(
田
口
ω
)

の
契
機

の
統

一
態

で
あ

る
。
従

っ
て
物

は
、

二

　

　

　

　

　

　

　

垂

伽
相

違

せ
る
存

在
者

で
あ
る

こ
と

に
な

る
が

、
し

か

し
あ
く

ま

で

、

こ
の
よ

う

に
互

い
に
対

立

す

る
両

契

機

の
た
だ

一
つ
の
統

一
に

お

い
て
の

　

み

(
　

)
、
己

れ

の
存

在

と
真

理
を

保
有

し

て

い
る

の

で
あ

る
。

と

こ
ろ

で
、
常

識

は
対
象

(多

数

の
性
質

を

も

っ
た
物
)

を
予

め

既

に
構

成

さ

れ

て

い
る
所
与

と

し

て
純

粋

に
捕

捉

す

る
態

度

を
と
り

、
対
象

構
成

の
起

源
を

問
う

こ
と

は

な

い
。
常

識

は
対

象

の
存
在

を
直

接

的

に
信

葱

し

て
お

り
、
対

象

に
自
分

の
反

省
作

用

が
加
わ

る

こ
と
を
執
拗

に
拒

否

す

る
。
常
識

に
と

っ
て
真

理

の
規

準

は
対

象

の
自

己

自

同
性

・
無

矛
盾

性

な

の

で
あ

る
。



成
程

、
常

識

は
知

覚
判

断

に
際

し

て
錯

覚

や
誤

謬

の
可
能

性

が

あ

る

こ
と
、
主

語

と
述

語

の
結
合

が
t

観

的

偶
然
的

結
合

で
あ

り

う
る

こ
と
を

認

め

る
。

そ

の
限

り

で
は

、
常

識

の
反
省

作

用

(
主
観

的

経
験

的
反

省
)

は
知

覚

経
験

に
と

っ
て
本

質
的

で
あ
る
。

だ
が

、
誤

謬

の
起

源

と
責

任

は
、
真

な

る
も

の
を
真

な

る
も

の
と

し

て
純

粋

に
捕

捉

し

な

か

っ
た
常

識

の
側

に
帰

せ
ら

れ

る
。
従

っ
て
、
常
識

は
自
分

が
誤
謬

に
陥

っ
て

い
る

こ
と

を
反
省

す

る
や

、
.再

び
経
験

に
立

ち
返

り

、
物

を
純
粋

に
知
覚

し
直

そ
う

と
努

め

る
。

し
か

し
な
が

ら
、
常

識

は
か

か

る
外

的
経

験
的

反
省

を
介

し

て
も

物

の
真

理

を
把

握
す

る

こ
と

は

で
き
な

い
。
物

は
本
来

、
常

識

を
し

て
個
別

性

と
普

遍
性

(
一
と
多
)

の
両
契

機

を

ア

・
。ブ
リ

オ
リ

に
総
合

す

る

よ
う

に
駆

り
立

て
る
力

を
持

っ
て

い
る
か
ら

で
あ

る
。

と
こ

ろ
が

、
常

識

は

物

の
実
体

惟

を
信

じ

て
疑

わ
ず

、
な

お

か

つ
実
際

に
は
物

の
本

性

(矛

盾
)

に
よ

っ
て
蒙

っ
て
い
る
圧

力
を

自
分

の
反
省

作
用

の
所
為

だ

と
決

め

込

ん

で
、
諸

々

の
論

弁

を

弄
す

る

こ
と

に
よ

っ
て
物

の
孕
む

矛
盾

を
撤

回

し

よ
う

と
努

め

る
。
即

ち

、
常
識

は

一
方

に
お

い
て
、
物

を

一
者

と
し

て
定

立

し

つ
つ
、
感
官

を

通

し

て
性

質

(
自
由

物
質
)

を
受

容

す

る
普

遍

的
媒

体

と

し

て
の
自
分

の
側

に
性

質

の
数
多
性

の
契

機

を
帰
属

さ

せ
な

が

ら
、
他

方

に
お

い
て
、
物

を

性

質

の
数

多

性

と
し

て
定

立

し

つ

つ
、
「
限

り

に
お

い
て
」

(
　

)
の
論
法

を
導

入
す

る

こ
と

で
性

質

の
数

捌

多
性

を

帰

一
化

(
　

)
す

る
自

分

の
側

に

一
者

の
契
機

を

帰
属

さ
せ
も

す

る

の
で
あ

る
。

だ

が
し

か
し

、
常

識

の
弄

す

る
誰

弁

は

、
逆

に
物

の
矛
盾

性

を
常

識

に
対

し

て
認
識

さ

せ

る
。
常
識

は
上

の

二

つ
の
事
態

を
比
較

す
る

こ
と

に

よ

っ
て
、
自

分

が
純

粋
捕

捉

と
自

己
内

反
省

の
二

つ
の
態
度

を

取

っ
て

い
る

こ
と
を
見

出

す
だ

け

で
な
く

、

同
時

に
、
自
己

自
同

的
実

体

と
し

て

の
物
自

身

が

二
重

の
仕
方

で
現
象

し

て

い
る

こ
と
を
見

出

す

か
ら

で

あ

る
。
物

は
物

を
捕

捉

す

る
意
識

に
対

し

て

一
定

の
仕

方

で
現

わ
れ

る
が

、

し
か

し
同
時

に
、
今

現

わ

れ

る
そ

の
仕

方

か
ら
出

て
自

分

の
う
ち

に
還

帰

し

て
も

い

る
。

物

は

二
重

の
存

在
様

態

の
内
的

な
た

だ

一
つ
の
統

一
と

し

て

の
み
真

理

な

の
で
あ

る
。

こ
う

し

て
物

は
己

れ

の
本

性

に
よ

っ
て
己
れ

の
実
体

性

を
解

体

し

、
も

は

や
物

に
制
約

さ

れ

ぬ
無

制
約

的

普
遍
性

(物

の
内

な

る
も

の
)

の
地

、平

を
開
示

す

る
。

し
か

し
、
知
覚

の
結

果

で
あ
る
無
制

約

的
普

遍

者

は

、
単

に
物

の
真
理

を

示

す
だ

け

で
は
な

い
。
意
識

の
弄

す

る
詭
弁

に
よ

っ

て
、
物

の
自
己

内
反
省

と
同
時

に
意

識

の
白

己

内
反

省

も
知

覚

経

験

に
と

っ
て
本
質

的

で
あ

る

こ
と
が

明

確

に
な

っ
た
か

ら

で
あ

る
。

「
従

っ
て



ゆ

今

や

、
以
前

に

は
対

象

と
意
識

と

に
割

り
当

て
ら

れ

て

い
た
運

動

の
全

体

が

、
意

識

に
と

っ
て
対

象

そ

の
も

の
と
な

る
凶

こ

の
新

た
な

対
象

は
意

識

と
物

と

の
内

的
な
関

係

そ
れ
自

身

で
あ
り

、
物

の
存

立

を
可

能

な
ら

し

め

る

「
物

の
内

な

る
も

の
」

で
あ

る
。
「
我

々

に
と

っ
て
は
、
新

た
な

対

象

は
意

識

の
運

動

に
よ

っ
て
生

成

し
た

の

で
あ

る
か

ら
、
意

識
自

身

が

こ

の
対
象

の
生
成

の
な
か

に
く

み
込

ま
れ

て

お
り
、

(意

識

と
物

の
)

㎝

両

側
面

に

お
け

る
反

省

は
同

一
に
し

て
唯

一
の
反
省

で
あ

る
]

知

覚

の
最

初

に
登

場

し
た
事

柄

そ

の
も

の
に
外

的

で
経
験

的

な
反
省

と

対
比

し

て

言

え
ば

、

こ
の
唯

一
の
反
省

は
事
柄

そ

の
も

の

の
内

な

る
も

の
に
迫

ま

る
先
験

的

な
反

省

で
あ

る
。

か
く

し

て
此

処

に
、
事
物

世
界

の
構

造

が
実

は
同
時

に
意
識

の
構

造

で
あ

る

こ
と
が
自

体
的

に
明
ら

か

に
さ

れ

て
、
意

識

は

「
悟
性

の
王

国
」

へ
と
進

み

ゆ
く
。
物

を
知

る

こ
と

は
意

識

の
先

験

的

な
自
己
内

反
省

に
よ

っ
て

の
み
可
能

な

の

で
あ

る
。

H

力

の

概

念

物

は
内

容
的

に
は
排
除

的

一
者

と
普
遍

的
媒

体

、
形

式
的

に
は
対

自
存

在

と
対

他
存

在

と

い

っ
た
相

対

立

す
る
両
契

機

の
内
的
統

一
態

で
あ

る
。

　

　

　

　

　

　

コ

　

コ

「物

は
同

一
の
観
点

に
お

い

て
自
分

自
身

の
卍

.反
対

で
あ

る
。
対

他

的

で
あ

る
限

り

に
お

い
て
対
自
的

で
あ

り
、
対
自

的

で
あ

る
限
り

に
お

い
て

対
他

的

で
あ

る
凶

と

こ
ろ

で
、
物

に

お
け

る
対

自

と
対

他

の
両
契

機

の
か

か
る
相

圧
移

行

は

、
物

の
内

な
る
も

の
と

し

て
の
力

(
　

の
運
動

で
あ

る
。

つ
ま
り

、
知
覚

の
結

果

を
整
理

す

る

「
我

々
考
察

者
」

(
　

)
に
よ

っ
て
、
先

の
対

他
存
在

の
契

機

は

「
力

の
外

化
」

と

し

て
、
対
自

存

在

の
契

機

は

「
力

の
外

化

か
ら
自

分

の
う

ち

に
押

し
戻

さ
れ

た
本

来
的

な
力
」

と
し

て
捉

え
直

さ
れ

、
な

お
か

つ
此
処

に
、
相

反
す

る
両

力

の

必

然
的

な
相

互
移
行

運
動

、
即

ち
両

力

の

た
だ

一
つ
の
統

一
で
あ

る

「
全

体

的

な
力
」

の
運
動

が
看

取

さ
れ

て

い
る
の

で
あ
る
。

従

っ
て
、
物

の
内

な

る
も

の
と

し

て
の
力

は

、
力

の
両
契

機

の
区

別
化

の
側
面

と
統

一
化

の
側
面

を
持

っ
て

い
る
が
、

し
か

し

こ
の
両
側

面
を

区

別
化

し
ま

た
統

一
化

す

る

の
は
、
此
処

で
は
ま

だ

「
我

々
考

察
者
」

の
思

想

や
概
念

の
う

え

で
の

こ
と

で
あ

る
。

そ
れ
故

我

々
は

、
力

を
力

の

思

想

や
概
念

か

ら

一
旦

解
放

し

、
力

の
現
実

性
を

考
察

し

て
み
な

け

れ
ば

な
ら

な

い
。



力

の
現
実

性

を
考
察

す

る
時

、
力

は
、
相

互

に
対

立

し
あ

い
な
が

ら
も
各

自

自

立
的

な
存

立

を
保

つ
い
わ
ば
実

体
化

さ
れ

た

(
　

)

両
極

の
運

動

と
し

て
定

立

さ

れ
る
。

と

こ
ろ

で
、
力

を

こ

の
よ

う

に
実

体

的

な
両

極
間

の
運

動

と
し

て
捉

え

る
時

、

ま
ず

差

し
当

た

っ
て
は
、
因

果
性

の
関

係

(
　

)
に
従

っ
て
、
両

極

の

一
方

(
対
自

存

在

.
本
来

的

な
力
)

は

他
方

を
誘

発
す

る
能
動

者

と
し

て
規
定

さ

れ
・
他

の
極

(対

他
存

在

・
力

の
外
化
)

は
前
者

に
よ

っ
て
誘

発

さ

れ

る
受
動

者

と
し

て
規

定

さ
れ

る
。

し
か

し
、
誘
発

さ

れ

る
対

他
存

在

の

極

は
単

な

る
他

者

で
は

な
く

、
他

な

る
力

で
あ
り

、

こ

の
力

も

同
様

に
、
対

自
存

在

の
極

に
対

し

て

こ
の
極

が
対
自

的

に
存

在

す

る
よ
う

に
誘
発

し
作
用

し

て

い
る
。

つ
ま

り
、
対

白
存

在

の
極

が
対
他

存

在

の
極

を
対

他
存

在

へ
と
誘
発

す

る

の
は

、
誘

発

さ

れ
る
対
他
存

在

の
極

が

、
対
自
存

在

の
極
を

し

て
誘

発

す
る

も

の

で
あ
る
よ

う

に
誘
発

し

て

の

こ
と
な

の

で
あ

る
。

こ

の
よ

う

に
、
両
力

は
互

い
に
他

の
力
を
前

提

し
、
各

自

の
与

え

ら
れ

た
規
定

を
相

互

に
交
換

し

あ
う
。

従

っ
て
、
原

因

と
結
果

の
直

線

的

な
運

動

は
自
己

の
う
ち

に
曲
折

し
還
帰

す
る
。

力
と

は
本

来

、
相

互

作
用

(
　

)
の

こ
と

で
あ

る
が

、
ま

さ

に
こ

の
よ
う

に
両

力

の
相

互
作

用

と

し

て
発

現

し
作
用

す

る
当

の
も

の
こ
そ

、
全
体

的

な

力

に
他

な

ら
な

い
の

で
あ

る
。

力

は
力

の
概
念

や
思

想

か
ら
解

放

さ
れ

る

こ
と

に
よ

っ
て
、

二

つ
の
実
体

的

な
力

に
分

割

さ

れ
る
。

だ

が
、
両

力

は
相

互

に
規

定

を
交

換

し
あ

っ
て
、
全

体

的

な
力

の
統

一
性

へ
と

帰

一
化

す

る
。

従

っ
て
、
両

力

の
存

立

は
あ

く
ま

で

「
表

面
的

な
消

失

す

る
契
機

」

で
あ

り

、
「
遊
戯
」

(
　

の
如

き
も

の

で
あ

る
。

し
か

し
な
が

ら

、
両

力

の
遊
戯

は
力

の
本
性

上
不

可
欠

で
あ

る
。
全

体
的

な
力

は

そ
れ
自
身
安

ら

い
で
存
立

し

て

い
る
の

で
は
な
く

、
両

力

へ
と
分

裂

し
、
両

力

の
相

互
作

用

と

し

て
発

現

・
作

用

す
る
限

り

で
の
み
、

現
実
的

(
　

)

な
力

だ

か
ら

で

あ
る
。

つ
ま

り

、
全

体
的

な
力

の
統

一
性

は
そ

の
本

性

に
従

っ
て
必

然
的

に
、
自

立
的

に
存

立

す

る
両

極

に
対

し

て

「
媒
語
」

と
し

て

「
現

象
」

し
、
他

方
ま

た

、
両

極

も
相

互
移

行
運

動

と
し

て
己

れ

の
存

立

を
全

体

的

な
力

の
不

可
分

的
統

一
性

に
お

い
て
確
保

し

て

い
る
の

で
あ

る
.
力

が

物

の
内

的
本

質

で
あ

る

の
は
ま

さ

に
こ

の
点

に
お

い
て

で
あ

る
が

、
そ

れ
が
故

に
、
力

に
お

け

る
区
別

と
統

一
の
か
か

る
相

互
転

換
運

動

は
、
「
区

別

で
な

い
区
別
」

「
内

的
自

体
的

区
別
」

と
し

て

の

「
無
限

性
」

の
萌

芽

を
示

し

て
も

い
る

の

で
あ

る
。

以

上

の
よ

う

に
し

て
・
先

に
は
我

々

に
よ

っ
て
定

立

さ
れ

た

に
す

ぎ

な
か

っ
た
力

の
概

念

は

、
今

や
力

そ

の
も

の
に
即
し

て
そ

の
実
在

性

を
証



　

示
す
る

に
至

っ
た
。
力

の
概
念

は
も
は
や
空
虚

な
概
念

で
は
な
く

、
客
観

的

に
妥

当

す

る
概

念

、
即
ち
概
念

と
し
て
の
概
念

(
　

)a窃

で
あ
る
。

「
力

は
物

の
内

な
る
も

の
で
あ

る
が

、
そ
れ

は
内

な

る
も

の
が
概

念

と

し

て

の
概

念

と

同

一
で
あ

る
限

り

に
お

い
て
の

こ
と

で
あ

る
凶

か

く
し

て
此
処

に
、
我

々
に
よ

っ
て
或

い
は
自

体
的

な
仕

方

で
、
物

の
内

な

る
も

の
が
実

は
概

念

と
し

て

の
概

念

で
あ

る

こ
と
が
明

ら

か
に

さ
れ

た
。
悟

性

は

こ

の
事
態

を

い
か
に

し

て
経
験

し

て
ゆ
く

の

で
あ

ろ
う

か
。

皿

力

と

悟

性

悟

性

の
対
象

は
も

は

や
個

々

の
事

物
存

在

で
は
な

い
。
物

は

そ

の
直

接

存

在
を

否
定

し

て
自

己

の
う
ち

へ
と
還

帰

(
反
省
)

し
た
が

、

こ

の
自

己

こ
そ
は
存

在

の
真

理

・
真
実

の
存

在

で

あ
り

、
物

の
内

な

る
も

の

で
あ

る
。
従

っ
て
、
物

の
直

接
存

在

は
此
処

で
は
否
定

さ
れ

た
存

在

.
非

存

在

で
あ

る
存

在

と
し

て
仮

象

(
　

)
と

い
う
意

味

し

か
持

た

な

い
。
物

の
内

な

る
も

の

は

「
超
感

覚

的

な
真

な
る
世
界
」

「
常

住

す

る
彼

岸
」

と
術

語

化

さ
れ

、

こ
れ

に
対

し

て
物

の
直

接

存
在

は

「
感

覚

的

な
現

象

す

る
世

界

」

「
消
失

す

る
此
岸
」

と
術

語
化

さ
れ

る
が

、
物

の
内

な
る
も

の
は
物

の
真

な

る
背
後

と
も

呼
ば

れ

る
よ

う

に
、

い
わ
ば

現
象

の
帳

り

の
背

後

に
現
象

を

越

え
た
超

感
覚

的

な
本
質

世
界

が
開

け

て

い
る
わ
け

で

⑳

あ

る
。

と

こ

ろ
で
、
悟
性

は
超
感
覚

的

な
も

の
の
開

け

に
気

づ

い
て
は

い
る
が

、
そ

れ

の
何

で
あ

る
か

(
概
念

と

し

て
の
概
念
)

を

ま
だ
知

ら

な

い
。

悟

性

は
差

し
当

た

っ
て
、
現

象

(
両
力

の
遊

戯
)

と

い
う
媒
語

を
介

し

て
内

な

る
も

の
を

垣
間

見

る

に
す
ぎ

な

い
の

で
あ
る
。
確

か

に
此
処

に
は

既

に
、
「
物

の
内

な

る
も

の
と
悟
性

を

そ

の
両

極

と

し

て
持

ち

、
現

象

を

そ
の
媒

語

と
し

て
持

つ
と

こ
ろ

の
推

理

的

構

造

(
　

)
」

が
自
体

的

に
は
成
立

し

て

い
る
。
だ

が

、
悟
性

は
推

理

に
お

け

る
三

つ
の
項

を
外
的

区

別
項

と
し

て
捉

え

る
。
内

な

る
も

の
は
悟
性

の
外

に
存

在

す

る

一

っ
の
極

と
見

ら

れ
、
ま

た
現

象

の
彼
岸

(
現
象

し
な

い
も

の
)

と
見

ら
れ

て

い
る
か
ら

で
あ

る
。

無

論

、
悟

性

も
自
分

な

り

に
、
三

つ
の
項
を
連

結

し

よ
う

と
努

め

る
。

「
力

の
法

則
」

の
定

立

は

そ

の
最

初

の
試

み
で
あ

る
。

具

体

的

に
言

え



ば

、
悟
性

は
交

替
変
化

す

る
力

の
現

象
を

忠
惟

(悟

性

の
内

な

る
も

の
)

の

エ

レ
メ

ン
ト

に

お

い
て
捉

え
直

し
、

こ
れ
を
数

学
的

に
公

式
化

し

て

個

力

の
法

則

と

し

て
定

立

す

る

の

で
あ

る
。

こ

の
場

合

、
力

の

法

則

は
定

め
な

き
現

象

を
思

想

の
う
ち

に
直

接

的
静
的

に
反

映

.
模
写

し

た
も

の

㈲

　)で
あ
る
か
ら
、
力
の
区
別
項
も
ま
た

「絶
対
に
普
遍
的
な
静
止
し
た
自
己
自
同
的
区
別
し
と
し
て
力
の
法
則
の
う
ち
に
直
接
的
静
的

に
取
り
入
れ
ら
れ
て
い
る
。
従

っ
て
、
超
感
覚
的
世
界
は
ま
ず
最
初
に

「諸
法
則
の
静
か
な
国
」
と
し
て
現
わ
れ
る
。

し
か
し
、
諸
法
則
の
静
か
な
国
は
悟
性
の
最
初
の
真
理
で
は
あ
っ
て
も
究
極
の
真
理
で
は
な
く
、
「最
初
の
超
感
覚
的
世
界
偏
「理
性
の
不
完
全

　

な
現

象
」

で
あ

る
に
す

ぎ
な

い
。
何

故

な
ら

、
力

の
法

則

は
力

の
区

別

項

を
静
的

没

交
渉

的
区

別
項

と

し

て
具

え

る
だ
け

の
静
的

法
則

で
あ
り

、

力

を
量

に
還

元

し
て

し
ま

っ
て
い
る

が
、

こ
れ

で
は
力

の
ダ

イ

ナ

ミ

ッ
ク

な
相

互
転

換

運
動

の
意
義

は

↑
分

に
捉

え
ら
れ

な

い
か
ら

で
あ
る

。

へ
ー
ゲ

ル
は
此

処

で
自

分

独
自

の
力

、
即

ち

力

の
概

念

と

し

て

の
概

念

を
尺

度

に

し
て

、
自
然
科

学

的

な
力

の
法
則

を
批
判

し

て

い
る
。
力

の

法
則

は
区

別
項

の
自
立
性

或

い
は
没
交

渉
牲

の
側
面

と

区
別
項

の
静

的

な
統

一
の
側

面

を
併

せ
持

つ
が
、
前

者

は
両

力

の
遊
戯

の
側

面

に
、
後

者

は
全
体

的

な
力

の
統

一
性

の
側
面

に
対

応

さ

せ
ら

れ

て

い
る
。

つ
ま

り

、
力

の
遊

戯

と
全
体

的

な
力

の
問

の
問

題
が
此

処

で
は
力

の
法

則

の
う

ち

で
原

理
的

に
再
現

さ

れ

て

い
る
の

で
あ

る
。
と

こ
ろ
が

、
力

の
法

則

は
区
別

項

を

没
交

渉
的

に
存
続

さ

せ
、
区
別

項

の
関
係

を
量

の
関
係

に
還
元

し

て
抽

象

的
公

式

に
お

い

て
表

現

す
る
だ

け

で
あ

る
。

そ
れ

故

、
力

の
法

則

に
お

い
て
は

、
力

の
統

一
性

と
区

別
性

の
両
契

機

の
動

的

関
係

、
即

㈱

ち
力

の
ダ

イ
ナ

ミ
ズ

ム
は
失

わ

れ

て
し
ま

っ
て

い
る
。
力

の
概
念

と

力

の
法

則

と

の
間

に
は
本

質
的

な
ず

れ

が
あ

る
の

で
あ
る
。

従

っ
て
悟
性

は

、
法
則

に
お
け

る
固
定

的
区

別
項

を
流

動

化

し

て
、
法

則

そ

の
も

の

(悟

姓

の
内

な

る
も

の
)

の
う

ち

で
再
度

内
的

に
統

一
づ

け

な
け

れ
ば

な
ら
な

い
。

法
則

に
お
け

る
区
別

と
統

一
の
両

契

機

の
動
的

関

係

(
内
的

自
体

的

区
別
)

は
、
法

則

の
内
的
必

然
性

と
も

呼
ば

れ

る

が

、
今
後

考
察

さ

れ
る

べ
き

は
か

か

る
関

係

の
必

然
性

(
無

限

性
)

な

の
で
あ

る
。

そ

し

て
関

係

の
必
然

性

が
明

ら
か

に
さ
れ

る

こ
と

に
よ

っ
て
、

世
界

の
全

的
構

造

が
捌

扶

さ
れ

る
と
同
時

に
、
先

に

は
悟
性

と
内

な

る
も

の

の
両

極

を
外

的

に
媒
介

す

る
と
考

え

ら
れ

た
感

覚
的

現
象

の
帳

り

は

⑳

取

り
去

ら

れ
、
内

な

る
も

の
が
内

な

る
も

の
を
観

る

(
　

)

と

い
う
事
態

が
、
即

ち
自

己
意

識

の

エ
レ
メ

ン
ト

が
開
け

て
く

る

こ
と

に
な

る
。

ヘ
ー

ゲ

ル
哲
学

に
お

い

て
、
意

識

と
対

象

の
岡

一
性

は
自

己
意

識

(観

る
内

な

る
も

の
)

と
生

(観

ら

れ

る
内

な

る
も

の
)

の
同

一
性

を

そ



の
本

来
的

な

エ
レ
メ

ン
ト
と

す
る
も

の
な

の
で
あ

る
。

N

無

限

性

内

的

な
力

と
外
化

し
た
力

は
各

自

の
与

え
ら

れ

た
規
定

を
直

ち

に

喪
失

し

て
他
者

と

な
り

、
相
互
転

換

的

な
統

一
を
形
成

し

て

い
る
。

へ
ー
ゲ

ル
は
此
処

に
、
両

力

の
遊
戯

と
し

て
現

象

す

る
全

体
的

な
力

の
存
在

を

見

る
。

つ
ま

り
此
処

で
は

、
超

感

覚
的

世
界

は
全
体

的

な
力

の
世
界

を

、

現
象

は
両
力

の
遊

戯

の
世
界

を
意

味

す
る

が
、

こ
れ

は
現

象

と
超
感

覚

的
世

界

と

い
う
所

謂

二
世
界
論

的

な
世

界
把

握

の
構

造

を
破
壊

す

る
た

め

に

へ
ー

ゲ

ル
が
設

定

し
た
装

置

で
あ

る
。

既

に
明

ら

か

な
よ
う

に
、
全

体
的

な

力

は
両
力

の
遊

戯

と
し

て
現
象

し

、
ま

た
、
遊
戯

に
お
け

る
力

の

区

別
項

は
相

互

に
規
定

を
交

換

し
あ

っ
て
全

体
的

な
力

の
統

一
性

へ
と
還
帰

す

る
。

こ
の
よ
う

に
、
超

感

覚
的

世
界

と
現
象

(全

体
的

な
力

と

そ

の
遊
戯
)

は
、
も

は

や
悟

性

の
考

え

る
よ

う
な

二

つ
の
世
界

・
二

つ
の
実
体

的

な

エ
レ
メ

ン
ト

で
は
な
く

、
相

互

に
深
く
媒
介

し
あ

い
、
他

者
を

制

約

し
あ

っ
て
お
り

、
相

即

不
離

で
あ
る
。

ヘ
ー
ゲ

ル

は

こ
の
不
可

分

的
統

一
を
真

の
超

感
覚

的
な
も

の
と
考

え

る
。

⑳

無
論

、
現

象

と
超

感
覚

的
世

界

は
区

別

さ
れ

る
。

し
か

し

、
「
区

別

が

あ

っ
て
も
同

語

反

復

的

で
あ

り

、
区

別

で
あ

っ
て
区
別

で
は
な

い
凶
両

者

の
不

可
分

的
統

一
が
両

者

の
真

の
根
拠

な

の
で
あ

る
。

と

い

っ
て
も

、

こ

の
根

拠

は
決

し

て
静

的

な
自

己
自

同
的
実

体

で
は

な

い
。
真

の
超

感

覚

的

な
も

の

・
無
制

約
的

普

遍
者

は

、
現
象

と
自

体

の
区
別

を

内
的

自
体

的

に
孕

み
、
か

つ
ま

た
己

れ

が
孕
む

区
別

を
自
ら

顕
在
化

し
、
区

別
項

の
対
立

化
を

惹
起

し

つ
つ
自

己

を
自

己
と

関
係

づ
け
て
い
る
。
そ
れ
故

、
真

の
超
感

覚
的

な
も

の
が
孕

む
対

立

は
自

己
内

対
立

(
　

⑳
　)、
自
己

の
必
然

的
な
契

機

と

し
て

の
対
立

で
あ

る
。

へ
ー
ゲ

ル
は
、
対
立

と

し

て
現

象

し
己

れ
を

顕
わ

な
ら

し
め

る
超
感

覚
的

ロ

の

は

お

な
も

の
を

「
現
象

」
と

呼
び
も

す

る
が

、
此

処

に
彼

が

「転
倒

」

(
　

)
と
術

語
化

す

る
事
態

の
秘
密

を

解
く

鍵

が
あ

る
。
真

の
超
感

覚
的

な
も

の

に
と

っ
て
、
現
象

と
自

体

の
対

立

は
仮

象

、

そ
れ
も

必
然

的

な
仮

象

な

の
で
あ

る
。

25

へ
ー
ゲ

ル
は
真

の
超
感

覚
的

世
界

に
転

倒

さ
れ

た
世
界

(
臼
Φ
<
Φ
葺
Φ
ξ
9

≦

Φ
5

と

い
う
奇

妙

で
些

か
挑

発
的

な
呼

び
名

を
与

え

て
い
る
。



最
初
の
超
感
覚
的
世
界
も
、
知
覚
世
界
の
直
接
的
静
的
模
像
で
あ
る
以
上
、
知
覚
世
界
の
転
倒
と
言
い
う
る
の
だ
が
、
こ
れ
は

「交
替
と
変
化
の

お

わ

め　

　
　

原
理
」
を
欠
い
た
静
的
な
超
感
覚
的
世
界
で
あ
り
、
「表
象
さ
れ
た
世
界
」
で
あ

っ
た
。
し
か
し
、
真
の
超
感
覚
的
世
界
は
こ
の
最
初
の
超
感
覚

的
世
界
の
転
倒
さ
れ
た
世
界
で
あ
り
、
己
れ
の
う
ち
に
動
性
を
孕
み
、
交
替
と
変
化
の
原
理
を
具
え
た
転
倒
世
界
な
の
で
あ
る
。
当
然
の
こ
と
な

㈱

が
ら
、
転
倒
世
界
が
具
え
る
こ
の
原
理
は
、
生
滅
す
る
感
覚
的
現
象
が
具
え
る
原
理
と
同

一
で
は
な
い
。
む
し
ろ
こ
の
原
理
は
、
真
の
超
感
覚
的

な
も
の
が
、
己
れ
の
う
ち
に
孕
む
区
別
を
自
ら
顕
在
化
さ
せ
現
象
さ
せ
な
が
ら
、
区
別
を
統

一
化
す
る
と
い
う
意
味
で
の
交
替
と
変
化
の
原
理
な
の

で
あ
る
。
こ
の
原
理
こ
そ
実
に
世
界
全
体
を
支
配
し
構
造
づ
け
る
と
こ
ろ
の
無
限
性
と
い
う
絶
対
概
念

・
論
理
そ
の
も
の
に
他
な
ら
な
い
。

「転
倒
世
界
と
し
て
の
超
感
覚
的
世
界
は
同
時
に
別
の
世
界
を
越
え
て
包
み
、
そ
れ
自
身
に
お
い
て
こ
の
別
の
世
界
で
あ
る
。
こ
の
超
感
覚
的

世
界
は
そ
れ
自
身
転
倒
世
界
で
あ
り
、
即
ち
自
分
自
身
の
転
倒
で
あ
る
。
超
感
覚
的
世
界
が
自
分
自
身
で
あ
る
の
と
反
対
の
世
界
で
あ
る
の
と
は
、

た
だ

一
つ
の
統

一
に
お
い
て
の
こ
と
な
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
の
み
超
感
覚
的
世
界
は
内
的
区
別
或

い
は
自
体
的
区
別
と
し
て
の
区
別
で
あ
り
、

㈱

言
い
か
え
る
と
、
世
界
は
無
限
性
と
し
て
あ
る
の
で
あ
る
　

無
限
性
は
生
の
単
純
な
本
質
或
い
は
世
界
の
魂
と
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
無
限
性
が
支
配
す
る
世
界
は
生
の
世
界
で
あ
る
。
常
識
は
知
覚
世
界
を

そ
れ
自
身
で
実
在
的
な
現
実
だ
と
思
念
す
る
が
、
し
か
し
こ
れ
は
そ
れ
自
身
で
は
何
等
現
実
で
は
な
く
、
ま
た
か
か
る
現
実
に
対
置
さ
れ
る
超
感

覚
的
世
界
も
そ
れ
自
身
で
は
何
等
現
実
で
は
な
い
。
真
の
現
実
と
は
無
限
性
が
支
配
す
る
生
の
現
実
で
あ
り
、
現
象
と
自
体
の
区
別
を
越
え
て
包

のお

も

む
無

限

の
生

の
現

実

で
あ

る
。
「
ヘ
ー
ゲ

ル
が
言

う
よ

う

に
、
哲

学

の
固

有

な

対

象

は
現

実

(
　

で
あ
り
、
本

質

と
仮
象

と

の
具
体

㈹

的

な
統

一
を
示

す

『
論

理
学

』

の

カ

テ
ゴ

リ
ー
な

の

で
あ

る
雌

悟
性

は
自

分
自

身

の
う
ち

に
、
固

定
的

な
或

い
は
確

固

と

し
た
思
惟

の
枠
組

(感

性

の

ア

・
プ

リ
オ
リ

な
直
観

形

式

と
悟
性

の
ア

・
プ

リ

オ

リ
な

思
惟

形
式

)
を
持

っ
て
い
る
が

、
内
容

の
方

は
感
官

を
通

し
て
与

え
ら
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら

、
無
限

の
生

は
内
容

と
形

式

と
の
合

成
　

　
で

は
決

し

て
な

い
。
認

識

主

観

と
対

象

と

い

っ
た

図

式

は

生

の
把

握

に
と

っ

て
は

無

効

な

の

で
あ

る
。
悟

性

自
身

、
自

分

の
認
識

に
範

囲

と
限

界

が
あ

る

こ
と
を
自

覚

し

て

い
る
。

つ
ま

り
悟
性

は
、
無

制

約
的

普

遍
者

は
認
識

不

可
能

で
あ
り

、
認

識

し
よ

う
と

す
れ
ば

ア
ン
チ



ノ
ミ

ー
に
陥

ら
ざ

る
を

え

ぬ
以
上

、
自
分

が
認

識

し
う

る

の
は
感

覚
的

現

象

の

み

で
あ
る

と
結
論

す

る
。
此

処

に
、
現
象

と
諸

法
則

の
静

か

な
国

と

い

っ
た
悟
性

流

の
図

式

が
存

立

を
持

つ
が

、
無
制

約
者

は
あ
く

ま

で

こ

の
図

式

の
外
部

に
、
即

ち
現
象

と
悟
性

の
彼
岸

に
残
存

さ
せ

ら
れ
で

い

る
。
し

か

し

へ
ー
ゲ

ル
に
よ

れ
ば

、

こ
の
よ

う

に
不

可
知

的

な
も

の
と

し

て
残

さ

れ

る
自

体

的
背

後
世

界

そ
れ
自
身

の
あ
り
方

が

「
仮
象
」

な

の

で
あ

る
。

　

　

り

従

っ
て
、
無

制
約

者

を
認
識

し

、
生
世

界

の
魂

と
し

て

の
無

限

性

を
確

立

す
る
た
め
に
は

、
悟
性

の
孤

立
的

反
省

(
　

)

㈱

に
自
己
破
壊
の
法
則

(
　

)
を
与
え
て
、
悟
性
の
固
定
的
な
思
惟
の
枠
組
を
打
破
し
、
無
限
の
生
の
自
己
内
対

立

・
矛
盾
が
思
惟
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
「
(形
式
的
悟
性
と
は
異
な
っ
て
)
学
的
認
識
は
む
し
ろ
対
象
の
生
命
に
身
を
委
ね
る
こ
と
、
即
ち
対
象

偬鋤

の
内
的

必
然

性

を
目

の
前

に
見
据

え

、

こ
れ
を
言

い
表

わ

す

こ
と
を

要
求

し

て

い
る

の
で
あ

る
凶

無
限

性

の
概
念

は
次

の
よ
う

な
か

た
ち

で
純
化

さ

れ
、

論
理

と

し

て
確
立

さ

れ

る
。
真

の
無
制

約

的
普

遍
者

は

、
己
れ

の
う

ち

に
区

別

を
孕

み

な
が

ら
も

区
別

さ
れ

な

い
自

己
自

同
者

で
あ

る
。

し
か

し
、

こ

の
自

己

自

同
者

は
己

れ

が
孕

む
区
別

を
顕

在
化

し

、
区
別

や
対
立

と

し

て
現
象

す

る
。
換

言

す
れ

ば
、
自

己
自

同
者

は
自

分

の
同

一
性

を
否
定

し
、
自

分

を

二
重

化

(
　

)
す

る
。
従

っ
て
、
無

制

約

者

の

自

己

自

同

性

(
　

)
或

い
は
自

己
関
係

(
　

)

は
、
自

分
自

身

の
反
対

で
あ
り
転
倒

で
あ
る

。
自

分
が
自

分

と
等

し

い
こ
と
、
自

分

が
自

分

と
関

係

す

る
こ
と

は
、
自

分

の
二
重
化

に
よ

っ
て
成

立

す

る

こ
と
だ

か
ら

で
あ

る
。

そ
れ
故

、
自

己

自
同

者

の
か

か

る
自
己

関
係

を
思
惟

し
う

る
た

め

に
は
、
関

係

の
各
項

と
関
係

そ
れ
白

身

と

の
関
係

が
内

的

な
関
係

と

し

て
思
惟

さ
れ
ね

ば
な

ら
な

い
。
自

己

関
係

は
そ
れ
自

身
自

己
内

対
立

を
孕

ん

で
成
立

し

て

い
る

の

で
あ

る
。

と

こ
ろ

で
、

二
重

化

さ
れ

た
も

の
は
互

い
に
他
者

の
反

対

で
あ

る
が

、
し

か

し
両
項

は
自

分
自

身

に
お

い
て
自

分

の
反

対

で
あ

り
、
自

分

の
与

え

ら
れ

た
規
定

を
直

ち

に
喪
失

し

て
他
者

と

な

る
。
従

っ
て
、

分
裂

の
両

項

は
各

自

の
規
定

を
交

換

し
あ

う
相
互

転
換
的

な
統

一
を
形
成

し

て

い

る
。
本
来

、
対

立
項

は
各

自
他

の
項

と

の
関
係

に
お

い

て
の

み
存

立

し

う

る
も

の

で
あ
り

、
対

立
項

が
対

立
項

で
あ

る
た

め

に
は
、
対
立

そ
の
も

の
を
可
能

な

ら

し
め

る
対

立
項

の
全

体

(
総
合

)

が
既

に
存

在

し

て

い
な

け
れ
ば

な

ら
な

い
。

さ
も

な
く

ば

、
対
立

は
も

は
や
対
立

で
は
な

く

、



対
立

の
各

項

は
没
交
渉

的

で
自

立
的

な

一
つ
の
存
在

者

で
あ
る

に
す

ぎ

な

い
。

対

立
を

対
立

と

し

て
思
惟

し
う

る
た

め
に
は

、
対
立

の
各

項

の
関

係

、
並

び

に
対

立
項

と
対

立

そ
れ
自

身

と

の
関

係

が
内

的
自

体
的

な
対

立

と

し

て
思
惟

さ

れ
ね
ば

な

ら
な

い
の
で
あ

る
。

真

の
自

己
自

同
者

は
自

己

の
同

一
性
を

否
定

し
分

裂

化

す

る

こ
と
に

よ

っ
て

、
分
裂

項

の
対
立

化
を

惹
起

し

つ
つ
自

己
を
自
己

と
関
係

づ
け

て

い
る
。

つ
ま

り
、
真

の
自

己
自

同

者

は
同

一
性

の
分

裂

化

の
側
面

と
分
裂

の
統

一
化

の
側
面

の
自

己
内

対
立

を

、
肯
定

的

に
言

え

ば

、
た
だ

一
つ

の
統

一
を
形
成

し

て

い
る
。
従

っ
て

、
真

の
自

己

自

同

者

は
、
「
反

省

の
形
式

に
お

い

て
表

現

す

る
な
ら

ば

、
区

別

と
非

区
別

の
統

一
.
同

一
性

㈱

と
非

同

一
性

の
同

一
性
」

で
あ

る
。
実

に

こ

の
よ
う

な
構
造

を

も

つ
自

己
自

同
者

こ
そ
、
真

の
具
体

的

な
統

一
で
あ
り
、
自

己

(
　

)

な

の

で
あ
る
。

鞠

こ
れ

に
反

し

て
、

へ
ー
ゲ

ル
が

指

摘

す

る
よ
う

に
、
「
統

一
か
ら

区

別

が
生

ず

る

こ
と

は

あ
り
え

な

い
と
言

わ
れ

る

の
が
常

で
あ

る
凶

直
観

主

義
者

が
定

立

す
る
自

己
自

同
者

、
例

え
ば

シ

ェ
リ

ン
グ

の
無
差

別
的

同

一
者

は

、
区
別

や
対

立

を
自

分

か
ら
排
除

し

、
自

分

の
傍

ら

で
そ

の
ま
ま

の
形

で
存

続

さ

せ
る
静
的

な
無

制
約

者

で
あ

る
。

し

か
し

、

こ
う

い

っ
た
無
制

約

者

は
悪

し
き

無
限

者

で
あ

り
、
真

の
無
制

約
者

で
は
な

い
。
何

故

な
ら

、
無
差

別
的
統

一
は
区
別

の
存
立

を
捨

象

し

た
抽
象

的

な
統

一
で
あ
り

、
実

は
区

別

に
対
立

し

、
区

別

か
ら

区
別

さ
れ

て
存

在

す

る

一
つ

の
区
別

項

・

一
つ
の
対

立
項

で
あ
る

に
す

ぎ
ず

、
従

っ
て
区
別

の
存

立

に
よ

っ
て
逆

に
制

約

さ
れ

た
無
制

約
者

・
有

限
な
無

限
者

だ

か
ら

で
あ

る
。

悟

性

の
孤
立

的
反
省

は
自

己
自
同

者

の
内
的

自
体

的
区

別

を
外

的
区

別

に
疑

め

る

が
、
知

的
直

観
も

区

別

や
対

立

を
捨
象

す

る
こ
と

に
よ

っ
て
無

制

約
者

を

一
気

に
捉

え
よ

う
と

す

る
限

り

、
外
的

区
別

の
域

を
越

え

る
も

の

で
は

な

い
。
無
制

約
者

の
自

己

内
対
立

・
矛
盾

を
思

惟

す

る

こ
と
が

　

　

問
題
な
の
で
あ
る
。
「哲
学
の
課
題
は
分
裂
を
絶
対
者
の
う
ち
に
絶
対
者
の
現
象
と
し
て
、
有
限
な
も
の
を
無
限
な
も
の
の
う
ち
に
生
と
し
て
定

㈹

立
す

る

こ
と

に
あ
る
凶



V

今

後

へ
の

展

望

対

象
世

界

は
無
限

性

の
論

理

に
よ

っ
て
構

造

づ
け
ら

れ

る
生

の
世

界

で
あ
る

こ
と

、
ま

た

、
生

の
世
界

を
自

己

の
対

象

と
す

る
意

識

は
自

己
意

識

で
あ
る

こ
と

が
、
「
力

と
悟

性

」

の
章

の
結

末

に
お

い

て
明

ら

か

に
さ

れ
た

。

こ
れ

に
続

く

「
自

己
意

識
」

の
章

に
お

い
て
、
無

限

性

は
自

己

意

識

(人

間

)

を
真

に
生

か
し
存

在

さ
せ

し
め

る
論

理

と

し

て
開
示

さ

れ

る
。
筆

者

の
本

来

の
狙

い
も

、
「
自

己

意

識
」

の
章

の
叙

述
を
考

慮

に

入

れ
な

が
ら

、
無
限

性

を
生

と
官
己

意

識

の
関

係

の
根

源
性

と
し

て
捉

え
直

し

て
み
る

こ
と

で
あ

っ
た
。

従

っ
て
筆

者

に
と

っ
て
、

こ
れ
ま

で

の

考
察

は
本

来

的
課
題

を
解

く

た
め

の
序
論

に
す

ぎ
な

い
。
与

え
ら

れ
た
紙

幅

を
予
備

作
業

に
費

し

た
今

、
結
語

に
か
え

て
、
瓜
,
後

へ
の
展

望

を
可

能

な

か
ぎ
り

切
り

開

い

て
お
く

こ
と

は
、
筆

者
自

身

に
と

っ
て
の
急

務

で
あ

る
。㈱

「
自

己
意

識
」

の
章

は
人

間

の
生

け

る
様

を
実

に
具

体
的

に
描

写

し

て
い
る

。
し

か
し

な
が

ら
、
「
不
幸

な
意
識
」

の
登
場

に

お

い
て
明
ら

か

な

よ
う

に
、

へ
ー

ゲ

ル
の
問
題

は
人

間

の
具

体

的

な
生

け

る
様
を
赤

裸

々

に
描

く

こ
と

で
は
な

か

っ
た
。
む

し

ろ
、
人
間

の
生

を

そ

の
根

底

に
お

い
て
真

に
具
体

的
な
生

た
ら

し
め

て

い
る
も

の
は
何

で
あ

る
の

か
、
換

言

す

れ
ば

、
生

に

つ
い
て

の
我

々
人

間

の
人
間
知

(
　

)

㈱

の
次

元

を
突
き

破

っ

て

、
人

間

的

自

己

意

識

の

白

己

性

、
或

い
は
自

己

認

識

(
　

)が

問
題

で
あ

っ
た
。
従

っ
て
、
生

と
自

己

意
識

の
関

係

は
あ

る
種

の
緊
張

関
係

に
お

い
て
成
立

し

て

い
る
よ
う

に
筆

者

に

は
思

わ
れ

る
。

し
か

し

、
筆

者

の

こ
の
思

い
を
実
証

す

る

た
め

に

は
、
生

の
無
限

性

の
問
題

と
人

間
的

自
己
意

識

の
自

知

(
　

)
の
問
題

と

が

い
か
な

る
思

想
的
連

関

に
お

い
て
捉

え
ら

れ

て

い
る

の
か

が
明
確

に
さ
れ
ね

ば
な

ら
な

い
。

ま
ず

、
生

の
概

念

を
考

察

す

る

こ
と

か
ら
始

め

よ
う

。
「
自

己

意

識

」

の
章

に
お

い
て
、
生

は
次

の
よ
う

な
も

の
と

し
て
描

か

れ
て

い
る
。
無

限

に
し

て

一
な

る
生

は
生

の
形
態

或

い
は

分
肢

と
し

て

の
多
様

な
生

あ

る
も

の
ど
も

を
産

出

す
る

。
従

っ
て
無
限

の
生

の
統

一
は
、
自

立
的

諸
形

ロ

サ

　

態

へ
と
分
裂

化

す

る

「
絶
対

に
否

定
的

な

、
言

い
か
え

る
と
無

限

な
統

一
」

で
あ

る
。

と

こ
ろ

で
、
多
様

な
生

あ
る
も

の
ど
も

は

、
自

立

的
形

態



と

し

て
、
各

自
生

の
他

の
形

態

を
非
有

機
的

自
然

と

み

な
し

、

こ
れ
を
食

い
尽

す

こ
と

に
よ

っ
て
己

れ

の
存
立

を
維

持
す

る
。

つ
ま

り

、
生

あ

る

　

　

　

　

　

　

も

の
ど
も

は

、
実

体

と
し

て

の
生

の
直

接

的
な
連

続
性

を
拒

否

し
、
む

し

ろ
生

を

己
れ

の
生
存

の
た

め

の
手

段
と

み
な
す

。

し
か

し
な

が
ら

、
各

自

自

立
的

に
振

舞

う

生

あ

る
も

の
ど
も

の
総

て

に
貫

流

し

脈

打

ち

な
が

ら
、

こ
れ

ら
総

て
を

自

己

の
う

ち

に
還

帰

せ
し

め
、

一
つ
の
有
機

的

統

一
態

と
し

て
組

織

化

し

て
い
る
も

の
こ
そ

、
無

限

の
生

の

力

で
あ

る
。
欲

求

に
お

い

て
生

あ

る
も

の
ど
も

は

互

い
に
手

段

で

も

あ

れ

ば

、

　

　

ま

た
目
的

で
も

あ

る
が
、

無
限

の
生

は
分
肢

間

の
か
か

る
手

段
-

目

的
関
係

の
只

中

に
そ

の
媒
語

と

し

て
現
象

す

る
統

一
的

一
者

な

の

で
あ

る
。

生

の
単

純

な
本

質

と

し

て
の
無

限

性

が
、
「
到

る
処

に
遍

在

し
、

い
か

な

る
区

別

に
よ

っ
て
も

そ
の
流

れ

を
妨

げ
ら

れ
、
中

断
さ

れ

る
こ
と

の
な

ゆ

い
普

遍

的
血
液

」
と
呼

ば
れ

る
理
由

も
此

処

に

あ
る
。

Dに

だ

が
し

か
し
、

こ
の
よ
う

な
仕
方

で
現
わ

れ

る
生

の
概
念

は

、
「
動
物

的

な
有

機

体
」

(
　

)
を
我

々
に
想

い
起

こ
さ

せ

る
要

素

を
持

っ
て
い
る
。
生

の
概
念

と
無

限
性

の
概
念

は
本
来

同
値

な

の

で
あ

る
が
、
少

な
く
と
も

「自

己
意

識
」
の
章

の
最
初

に
展

開

さ
れ

る

生

の
概

念

は
ま
だ

低
次

の
段

階

に
と

ど
ま
り

、
理
念

で
は
あ

っ
て
も
直

接
的

な
理
念

で
あ

っ
て
、
絶

対

的

な
理
念

と

は
呼

び
え

な

い
で
あ

ろ
う
。

へ

ゆ

ー
ゲ
ル
は

、
生
が
直

接
的

な
或

い
は
即
自

的

な
類

で
あ
る
の
に
対

し
、
自

己

意
識

は
自

覚
的

に
類

(
　

)
で
あ
る
と
言

う
。

「
自

己
意

識

は
区
別

が
無

限

な
統

一
で
あ

る

こ
と
を
自

覚

し

て

い
る
統

一
で
あ

る
が

、
生

は

こ

の
統

一
そ

の
も

の
に
す
ぎ
ず

、
同

時

に

こ
の
統

ふ

一
を
自
分

で
は
自

覚

し

て

い
な

い
頃

「
生

は
自

分

と

は
違

っ
た
他

者

を

、
即

ち
生

が

こ

の
よ
う

な
統

一
或

い
は
類

で
あ
る

こ
と
を

自

覚

し

て

い
る

㈹

意
識

を
指

示

す

る
]

へ
ー
ゲ

ル
は

こ
の
よ

う

に
、
生

と
自

己
意
識

の
関

係

を
即

自
-

対

自

の
関

係

と
し

て
捉

え

て

い
る
。

し
か

し
、
翻

っ
て
考

え

て

み
る
に

、
生

の

即

自
性

か

ら
解
放

さ
れ

、
生

が
類

で
あ
る

こ
と
を

自
覚

す

る
自

己
意

識

は

、
生

の
類
性

を

一
体

い
か
な

る
位
相

に
お

い
て
、
ま

た

い
か
な

る
も

の

と
し

て
自

覚

し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う

か
。
も

し
生

が
即
自

的

な
統

一
或

い
は
直

接
的

な
理
念

に
と
ど

ま

り
、
動
物

的
有
機

体

の
影

を
も

つ
も

の
で
あ

る
な
ら

ば
、
そ

の
よ

う
な
生

を
捉

え

る
意

識

は
実

は
理
念

の
亡

骸
を

、
或

い
は

せ

い
ぜ

い
、
理
念

の
模

造
品

を
捉

え

て
い
る
に
す
ぎ
ず

、
従

っ
て
生

の
無

限
性

を
真

に
概
念

把
握

す

る
自

己
意
識

と

は
言

い
え
な

い
で
あ

ろ
う

。
「
生

の
理
念

が

直

接

的

で
あ

る
と

い
う

こ
と

は
、

つ
ま
り

、
概

念

が



㈹

概
念

と
し

て
は
生

の
な

か

に
顕

現

し

て

い
な

い
と

い
う

こ
と
な

の

で
あ

る
凶

確

か

に
、
概
念

が
概

念

と

し

て
生

の
只

中

か
ら
顕

現

し

て
く

る

の
は

、
自
覚

的

な
類

と

し

て
の
自

己
意

識

に
お

い
て
で
あ

る
。
だ

が

、
自

己
意

識

が
自
覚

す

る
と

こ
ろ

の
生

は
、

ヘ
ー

ゲ

ル
の
主
張

に
異

議

を
唱

え

る

こ
と

に
な

る

に
し

て
も

、
直

接

的

な
理
念

で
は
な
く

、
そ
れ

自
身

絶
対
的

な
理
念

で
な

け
れ
ば

な
ら

な

い
。
生

と
自

己
意

識

の
関
係

は
、
即

自
性

か
ら
対

自
性

へ
の
移

行
或

い
は
自

然

的
な
生

か
ら
精

神

的

な
生

へ
の
移

行

㈹

と

い

っ
た
図
式

に
よ

っ
て
は
絶

対

に
解

明

さ
れ

え

な

い
の

で
あ

る
。

こ

の
点

を
見
失

い
、
生

の
無
限

性

を
無

雑
作

に
処
理

す

る
時

、
我

々
は
生

と

自
己

意
識

の
根

源
的

な
緊
張

関
係

を

自
ら

の
手

で
被

い
隠

し
、

ひ

い

て
は

へ
ー
ゲ

ル
哲
学

の
核

心

を
被

い
隠

す

こ
と

に
な

る
で
あ

ろ
う
。

本

来

、
「
力

と
悟
性
」

の
章

の
結
末

に
お

い
て

は
、
悟

性

と
内

な

る
も

の
を

外
的

に
媒
介

す

る
感
覚

的

現
象

の
帳

り

は
取
り
去

ら

れ
、

内
な

る

も

の
が
内

な

る
も

の
を
観

る

(
　

)

と

い
う

事
態

が
成

立

し

て

い
た
。

観

る
も

の
は
自

己
意

識

で
あ
り

、
観

ら

れ

る
も

の
は
生

で
あ

る
。

だ
が

、
観

る

こ
と

の
構

造

、
即

ち
生

と
自

己
意

識

の
関
係

は
、
認

識
論

的

な
主

客
対

立

の
構
造

で
も

な

け

れ
ば

、
ま

た
先

の
即
自
-

対
自

の
構
造

で
も

な

い
。
む

し
ろ

観

る

こ
と

の
構

造

は

、

へ
ー
ゲ

ル

に
よ

っ
て
、
「
自

己

意

識

が

己

れ

の
他

者

で
あ

る

こ
と

に
お

い

て
己

れ

自

身

を
知

る
」

(
　

)
と
呼
ば
れ
る
と

こ
ろ
の
構
造

、
即

ち

「
無

限
性
」

の
構

造
を

形
成

し

て

い
る
。
つ
ま

り

、

自

己
意

識
が
観

る
と
こ
ろ

の
内

な

る
も

の
は
、
も

は

や
単

な

る
自
然

学
的

な
対
象

(
　

)
と
し

て

の
生

で
も

、
ま

た
即
自

的

な
類

と

し

て
の
生

で
も

な
く

、
自

己
意

識
自

身

の
姿

と
し
て
の
生

で
あ
る
。
言

い
か
え
る
と
、
観

ら
れ

る
も

の
と
し

て

の
生

は
実

は
自
己

意

識

に
と

っ
て
自

己

意

識
自
身

の
姿

を
映

し
出

す
鏡

の
如

き
も

の
な

の
で
あ

る
。
で
は
、

そ

の
よ
う
な
鏡

と
し

て
の
生
は
果

し
て
ど
う

い

っ
た
も
の
な

の

で
あ

ろ
う

か
。

生

の
根

源
的

な
意
味

を
閲

明
化

す

る
た

め

に
は
、
我

々
は

へ
ー
ゲ

ル

の
青

年

期

の
著
作

(
所
謂
初

期
神

学
論

集
)

を
縄

い
て
み
な

け
れ

ば
な

ら

な

い
。
既

に
述

べ
た

よ
う

に
、
宗

教

と
哲
学

(
表

象

と
概
念

)

の
間

を

動
揺

し

な

が
ら
も

、
青

年
期

の

へ
ー
ゲ

ル
が
常

に
模

索

し

て

い
た
の

は
、

有

限
者

と
無

限
者

、
或

い
は
可
変

者

と
不
変

者

(
人
間

と
神

)

と

の
生

き

た
具
体

的

な
関
係

、
即
ち

両
者

の
和

解

で
あ
り

、
有
限

者

を
無
限

者

の

う
ち

に
生

と
し

て
定

立

す

る

こ
と

で
あ

っ
た
。

へ
ー
ゲ

ル
は
言

う

。
「
純

粋

な
生

を
思

惟

す

る

こ
と
、

そ
れ

が
課

題

で
あ
る
。
…

…

(
中
略
)

…

働

純

粋

な
生

を

知

る

こ

と

は
、
人

間

と

は
何

で
あ

る
か
を
知

る

こ
と

で
あ

ろ
う
」

と
。
生

を
知

る
こ
と

と
人

間
を
知

る
こ
と

が
直

接
的

に
結

び

つ



(
引
用
略
口δ

註引
用

に
際
し
て
は
、
『精

神

現
象

学
』

以
外

の

へ
…
ゲ

ル
の
著
作
は
す

べ
て
ズ
ー
ル
カ
ン
プ
版

ヘ
ー
ゲ
ル
全
集

を
使
用
し
、
書
名

の
後

に
そ
の
巻
数
と
頁

数
を
認
す
。

け
ら
れ

て

い
る

こ
と

の
疑

問

は
、
最

初

の
草
稿

に
お

い

て
、
純
粋

な
生

が
純
粋

な

自
己

意
識

と
書

か

れ

て

い
た

こ
と

に
、
そ

の
解

明

の
糸

口
を
見

出

す

こ
と
が

で
き

る
。
純

粋

な
生

と
は

、
人
間

と
神

を

媒
介

し
和

解

(<
の
7

の
o
ぎ

魯

)
さ

せ

る
神

の
子

(
o。o
ぎ

)
と

し

て
の
キ

リ

ス
ト
、
即

ち

、

人
間

的
自

己
意

識

の
真

の
自
己

を
意

味

し

て

い
る
。

つ
ま

り
、
入

間

に
と

っ
て
、

こ
の
純

粋

な
生

は
自

分
自

身

を
映

し
出

す
鏡

で
あ

り
、
自

己
意

ま

が

ま

く

識

の
姿

そ

の
も

の
な

の
で
あ

都
。

か

か
る
意
味

に
お

い

て
、
「
我

々
は
無

限

の
生

を
精

神

と

呼

ぶ

こ
と

が

で
き

る
ロ

純
粋

な
生

は
そ

れ
自

身
自

己

意
識

で
あ
り

、
無
限
性

の
概
念

そ

の
も

の

の
顕

現
だ

か

ら

で
あ

る
。

だ

か
ら

こ
そ

、

イ

ッ
ポ

リ
ー
ト

は
次

の
よ

う

に
言

う

こ
と
が

で
き

た

の

で
あ

る
。

の

　

「も
は
や
有
限
者
と
無
限
者
の
関
係
を
思
惟
せ
ず
に
単
に
生
き
る
の
で
は
な
く
、
関
係
を

『結
合
と
非
結
合
の
結
合
　
と
し
て
思
惟
す
る
こ
と

㈹

を

ヘ
ー
ゲ

ル
に
可

能

な
ら
し

め

た
鍵
概
念

こ
そ

、
無
限

性

の
概

念

で
あ
る
凶

「
生

と
は
弁

証

法

そ

の
も

の
で
あ

り
、
精

神

を

し
て
弁

証

法

的

に
思

惟

す

る

こ
と
を
強

い
る
も

の

こ
そ
実

に
生

な

の

で
あ

る
凶

生

と
自

己
意
識

の
両

者

は
も

は

や
両
者

と

し

て
互

い

に
別

々

の
領
域

を

保
有

す

る
も

の

で
は

な

い
。
生

と
自
己
意

識

は
本
来

い
つ
れ
も

無
限

性

の
概
念

で
あ

る
。
厳
密

に
欝

え
ば

、
生

と
自
己
意

識

の
関

係

そ

れ
自
身

が

無
限

性

な

の
で
あ

る

。

ヘ
ー
ゲ

ル
が
学

の
営

み
を
自

ら

の
使
命

と

し

て

引

き
受

け
る

こ
と

が

で
き

た

の
は

、
ま

さ

に

こ
の
よ
う

な
生

と

自
己
意

識

の
関

係

、
即

ち
観

る

こ
と

の
構
造

を
無

限
性

と

し

て
理
解

す

る

こ
と

が

で
き

る
と

い
う
確
信

を
持

っ
て

い
た
か

ら

で
あ

る
と
思

わ

れ

る
。

 
Phanom

enologie 
: G

. W
. 

F. H
egel, 

Phanom
enologie 

des 
G

eistes, 
hrsg. 

v. J. H
offm

eister, 
6. 

A
ufl., 

1952.

(ver—
sohnen)

(Sohn)



㈹

「
へ
ー
ゲ

ル
の
独
創
性
は
、
絶
対
的
で
あ

る
た
め
に
自
己
を
分
割
し
引
き
裂
く
絶
対
者

の
神
秘
的
な

イ
メ
ー
ジ
に
あ
る
よ
り
も
、
彼
が
そ
れ
に
与
え
る

概
念
的
表
現
の
う
ち
に
あ
る
　

) 　

　
こ
の
も
の
と

い

っ
て
も
、

こ
の
も
の
と
し

て
言
表

せ
ら
れ
る

一
切

の
も

の
が

こ
の
も

の
で
あ
り
、
言
表
せ
ら
れ
た
途
端
に
こ
の
も

の
は

こ
の
も

の
な
ら
ぬ
も

の
、
普
遍
的
な
こ
の
も

の
と
な
る
。

㈲

へ
ー
ゲ

ル
の
例

に
よ
れ
ば
、

こ
の
塩

の
塊
は
白
く
、
辛
く
、
立
方
形

で
あ
り
、

一
定

の
比
重

の
も
の
等

々
で
あ
る
。
そ
の
際

、
物

に
属
性
を
付
加
す
る

こ
と
は
常
識
の
経
験
的

な
働

き
で
あ
る
。

「
知
覚
」

の
章

の
課
題

は
、
物

の
実
体
観
を
打
破
し

て
、
も
は
や
物

に
制
約
さ
れ
ぬ
無
制
約
的
普
遍
性
の
地
平

を
開
示
す
る
こ
と
、
ま
た
、
確
固
と
し
た
物

に
関
わ

っ
て
い
る
自
分
を
確

固
と
し
た
実
在
的
意
識
と
思

い
こ
ん
で
い
る
常

識
を
哲
学
的
意
識

へ
と
高
め
る

こ
と
で
あ
る
。

σ
　

㈹

或
る
研
究
家
は
前
者
が
ガ
リ

レ
イ
、

バ
ー
ク

レ
イ
、
デ
カ

ル
ト
の
立
場

で
あ
る
こ
と
、
ま
た
後
者
が

ヒ

ュ
ー
ム
、
カ

ン
ト
の
立
場
を
示
唆
し

て
い
る
こ

と
に
注
意
し
て
い
る
。

〈
　

、　

　

■

(括
弧
内
筆
者
)

　
こ
の
事
態
は
知
覚
的
意
識

の
弄

す
る
誕
弁
を
通
し
て
明
ら

か
に
な

っ
た
。

働

「
力
の
概
念
は
む
し

ろ
自
分
の
現
実
性

そ
の
も

の
に
お

い
て
自
分

が
実
在

で
あ
る

こ
と
を
確
保
す
る
凶

(
　

)

D
ifferenzschrift 

: G
. W

. 
F. 

H
egel, 

D
ifferenz 

des 
Fichteschen  

and 
Schellingschen 

System
s 

der 
Philosophie. 

E
nzyklopadie 

: 
G

. W
. 

F. H
egel, 

E
nzyklopadie 

der 
philosophischen 

W
issenschaften.

D
ifferenzschrift, 

W
erke 

2, 
S. 25. 

op. 
cit., 

S. 25.

(H
yppolite, 

J., R
evue 

de M
etaphysique 

et 
de 

M
orale, 1938, 

P.50)

Phanom
enologie, 

S. 88.

op. 
cit., 

S. 89.

Phanom
enologie, 

S. 100.

vgl., W
estphal, M

., H
egels Phanom

enologie der W
ahrnehm

ung, in M
aterialien zu H

egels )Phanom
enologie des 

G
eistes

hrsg. 
V

. 
H

. F. 
Fulda 

and 
D

. H
enrich, 

Suhrkam
p, 

S. 99f.

Phanom
enologie, 

S. 97.

op. 
cit., 

S. 103.

op. 
cit., 

S. 99.

(op.cit., S. 109)



　「概
念

は
対
象
そ
の
も

の
の
自
己
で
あ
る
」
と
も
欝
わ
れ
る

(
　

)
。

aの

だ
が

へ
ー
ゲ
ル
の
狙

い
は
、
現
象
と
自
体
的
背
後
世
界

と
い

っ
た
二
世
界
論
的
図
式
を
克
服
し
止
揚
す
る
こ
と
で
あ
る
。
「仮

象

の
背
後

に
あ
る
と
さ

れ
る
本
質

の
う
ち
に
は

一
種

の
必
然
的

な
幻
想

・
存

在
論
的

な
不
幸
な
意
識
が
存

す
る
　

　)

「英
知
界

の
幻
想
は

一
種

の
必
然
的
幻
想

で
あ
る
が
、
し
か
し
弁
証
法

の
た
だ

一
つ
の
契
機

に
対
応
す

る
に
す
ぎ
ぬ
こ

と
が
強
調
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
　

)

　

`

　
例
え

ば
落
体
の

法
則
　

　
例
え
ば
時
間

と
空
間

。
両
者

は
量
的

に
変
化

す
る
が
、
両
者

の
関
係

は
常
に
岡

一
で
あ
り
安
定

し
て
い
る
。

　
働

両
者

の
ず
れ
は
、
力

の
概
念

が
自
然
科
学
的
な
力

の
法
則
に
よ

っ
て
は
本
来

捉
え
き
れ
な

い
と
こ
ろ
に
存
す
る
。
力
と
は
本
来

生
き

て
働
く
無
限

の
生

の
力
で
あ
り
、
か
か
る
力

こ
そ
哲

学
に
固

有

の
対

象

で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し

て
、
数
学

(応

用
数
学
〉

の
対
象

は
空
ろ
で
死
せ
る
も

の
で
あ
る
。
「
死
せ

る
も
の
は
自
分
で
動
く

こ
と
が
な
い
の
で
、
本
質

の
上

で
の
区
別

に
は
至
ら
ず
、
ま
た
本
質
的
対
立

や
不
等

に
も
至

ら
ず
、
従

っ
て
相
対
立
す
る
も

の
の

一
方

か
ら
他
方

へ
の
移
行

に
は
至
ら
ず
、
質
的

で
内
在
的
な
運
動
即
ち
自
己

運
動

に
は
至
ら

ぬ
。
ま
こ
と

に
数
学

の
考
察
す
る
唯

一
の
も

の
は
、
量

と
い

う
非
本
質
的

(
没
概
念
的
)

区
別
な
の
で
あ
る
」

(
　

⑳

「糞

の
媒
介
は
外
的

な
も

の
と

の
、
ま
た
外
的
な
も
の
を
介
し
て
の
媒
介
で
は
な
く
、
自
分
自
身
の
う
ち
で
自
己
完
結

(
　

〉
す
る
媒
介

で
あ

る
　

)
推
理
は
イ
デ
ア
婆

ス
ム
ス
の
原

理
で
あ
る
と
言
わ
れ
る
。　　

.　

・

⑳

「
第

二
の
超
感
覚
的
世
界
は
転
倒
世
界

で
あ
る
。
…
…
　
中
略
)
…
…
か
く
し
て
内
な
る
も

の
は
現
象

と
し
て
完
成

さ
れ
る
　

)
へ
ー
ゲ

ル
が
承
認
す
る

二
世
界
論
は
媒
介
或

い
は
現
象
と
し
て
の
二
世
界
論

の
み
で
あ
る
。
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、

ヘ
ー
ゲ
ル
独
自

の
現
象
概
念
は
所
詮

感
覚
的

現
象

と
は
無
縁

で
あ
る
。

 )p. cit., 
S. 110,

(op. cit., S.49)

(H
yppolite, J., L

ogique 
et 

E
xistence, 

Presses 
liniversitaires

de 
France. 

1953, 
P. 79 )

(H
yppolite, 

J., op. cit., P. 77)

Phanom
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御

例
え
ば
自
我
と
欲
望

、
人
間
が
相
互

に
承
認
を
う

る
た
め
の
生

死
を
賭

け
た
戦

い
、
主
人
と
奴
隷

の
支
配
隷
属
関
係

の
逆
転
、
思
惟

に
お
け
る
ス
ト
ァ
主

義
者
の
自
由

、
そ
し
て
無
限
者
を
目
差
し
て
の
不
幸
な
意
識
の
苦
闘
。

謝

「
汝
白
身
を

知
れ
、
と

い
う
絶
対
的
命
令

は
、
…
…

(
中
略
)
…
…
人
間
そ
の
も
の
に
お
け
る
真
な
る
も

の
、
即
ち
そ
れ
自
体

に
お
い
て
真
な
る
も

の

の
認
識
、
言

い
か
え

る
と
精
神

と
し
て
の
本
質

そ
の
も
の
の
認
識
と
い
う
意
味
を
も

つ
。
…
…

〈中
略
)
:
:
:
人
間
知
は
、
普
遍
的
な
も

の
、
人
間
そ

の

も

の
の
認
識

、
従

っ
て
本
質
的

に
精
神

の
認
識
を
前
提
と
し
て
の
み
意
味
を
も
ち
う
る
　

〉

　(括
弧

内
筆

者
)

「
意
識

の
経
験

の
学
」

に
お
い
て
経
験

の
主
体

で
あ
る
意
識

は
、
そ

の
つ
ど

の
自
分

の
対
象

に
沈
潜
し
、

事

柄
そ
の
も

の
に
向

か
う
こ
と
に
よ

っ
て
、
対

象

の
何
た
る
か

(真

理
)

を
経
験

す
る
。
「
緒
論
」

に
お

い
て
欝

わ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
意
識
が
自
分
の

知

と
自
分
の
対
象

(確
信

と
真
理
)

に
即
し

て
遂
行
す

る
弁
証
法
的
運
動
そ
れ
自
身
が
、
意

識

の
思
惟

の
構
造

で
あ
り
、
「意

識
の
経

験
の
学
」
を
支

え

て
い
る
の
で
あ
る
。

60

現
象
と
自
体

の
二
世
界
論
的
図
式
を
克
服
し
止
揚
す

る
よ
う
に

へ
ー
ゲ
ル
を
強
制

し
た
も

の
は
、
生
と
生
あ

る
も
の
ど
も
の
存
在
論
的

な
関
係

で
あ
る
。

⑳

こ
の
点
を
見
落

し
た
と
こ
ろ
に
、

ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学

の
通
俗
的
解
釈

(所
謂
唯
物
弁
証
法
)
が
生
ま
れ
る
。
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(本
学
大
学
院
博
士
課
程

・
西
洋
哲
学
史
)

姻

「
生

の
直
接
的
な
理
念

は
そ
の
真
理

へ
、
自
分
自
身

へ
と
到
達
し
、
自
由

な
自
覚
的
類
と
し
て
出
現
す
る
。
直
接
的
で
あ
る
に
す
ぎ
な

い
個
別
的
生
命

体

の
死
は
即
ち
精
神
の
顕
現

で
あ
る
」

と
言
わ
れ
る

(
　

)
。
此
処

に

ヘ
ー
ゲ
ル
は
動
物
的
有
機
体
の
自
然
的
な
類
性
か
ら
人
間

の
精

神
的

な
類
性

へ
の
移
行
を
見

て
い
る
よ
う

で
あ
る
。
し
か
し
、
生

の
即
自
的
な
或

い
は
自
然
的

な
類

か
ら
自
己
意
識

の
対
自
的
な
或
い
は
精
神
的

な
類

へ

の
深
化

(
移
行
と
ま

で
は
言

わ
な

い
に
し
て
も
)

に
、

一
体
ど
れ
程

の
意
味
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。

　
姻

「神
的
実
在
の
人
間
化

(
　

)
、
即
ち
神

的
実
在
が
本
質
的
直
接
的

に
自
己
意
識
の
形
態
を
と
る

こ
と
、
そ
れ
が
絶
対
宗
教

の
単
純
な
内

容

で
あ
る
凶
(
　

)
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