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　」
、

へ
ー
ゲ
ル
は

『
精
神

現
象

学
』

「啓

示
宗

教
」

の
章

で
次

の
如
く
語

っ
て

い
る
。

「自
己

意
識
と
実
体

と
し
て
の
自

体
と
は
、
精

神
　

の
二

つ
の

契
機

で
あ

っ
て
、
そ
れ
ら
両
者
が
、
そ
れ
ぞ
れ

の
側

に
お

い
て
自
ら
を
外
化

し
、
自
ら
を
投
げ
出
す

こ
と
　

に
よ

っ
て
互

い

に
他

と
な
る
時

に
精
神

は
そ
れ
ら
の

一
性
と
な

っ
て
定
在

に
歩

み
入
る

(
　

　
)
。
」

こ
の
叙
述

は
、
さ
し
あ
た
り

「
啓
示
宗
教

(キ
リ

ス
ト
教
)
」

に
お
け
る

「
啓
示
　

」

と
い
う
出
来
事

の
表
象
に

つ
い
て
、
ま

た
い
わ
ゆ
る

「
三
位

一
体
」

に
つ
い
て
語

っ
た
も

の
と
解

さ
れ
よ
う
。

す
な

わ
ち
、
父

な
る
神
的
実
在

が
子
な
る
イ

エ
ス
に
お

い
て
自
ら
を
外
化

し
、
受

肉

し
、
さ
ら
に
イ

エ
ス
が
個
別
者
た
る
限

り
で
の
自

ら
を
再
び
神
的
実
在
の

手

に
委
ね
、
死

に
至
り
、
か
く

て
聖
霊
　

と
し

て
復

活
す
る
ー

と
い

発

表

要

旨

へ
ー

ゲ

ル

『
精

神

現

象

学

』

に

お

け

る

「
啓

示

宗

教

」

に

つ

い

て

佐

々

木

孝

洋

う

「啓
示
」

な

い
し

「
三
位

一
体
」

の
表
象
が
語
ら
れ
て
い
る
か
に
見
え
る
。

し
か
し
、
こ
こ
で
注
意
す

べ
き
は
、
こ
の

「
自
己
」

と

「
自
体
」
と

の
相

互
外
化

と
い
う

こ
と
が
、
「
啓
示
」
な
い
し

「
三
位

一
体
」
の
表
象

に

つ
い
て

語
ら
れ
た
も

の
で
あ
る
と
同
時

に
、
『
精
神

現
象
学
』

に
お
け
る

「精
神
」

そ

の
も
の
の
成
立
に

つ
い
て
、
さ
ら
に

「精
神
」
そ
の
も

の
の

「自
己
知
」

の
成
立

に

つ
い
て
語
ら
れ
た
も

の
で
あ
る
、
と
い
う

こ
と
で
あ

る
。
な
ぜ
な

ら
、
『
精
神
現
象
学
』
に
お
け
る

ヘ
ー
ゲ
ル
の
思
索
は
、
「
自
己
」
と

「
自
体
」

と
の
否
定
的

・
相
互
外
化
的
相
関
と
し
て
の

「精
神
」

が
、
ま

た
か
か
る
も

の
と
し
て
の

「
精
神
」

の
自
己
知
が
し
ん
じ

つ
い
か
な

る
境
位

に
お

い
て
成

立

し
う
る
か
ー

と
い
う

一
点

に
集
約
さ
れ

て
ゆ
く
も

の
で
あ

っ
た
か
ら
で

あ
る
。
『
精
神
現
象
学
』

に
お

い
て
、
「精
神
」

を
し
ん

じ

つ

「精
神
」

と
し

て
語
り
う
る
地
平
を
拡

く
自
己
意
識

の
経
験
は
、
自
己
意
識
と

い
う
も

の
を
、



何

か
そ

の
つ
ど
変
転

す
る
諸
表
象

の
束

の
如
き
も
の
と
は
決
定
的

に
区
別
さ

　

つ

れ
た
、
ま
さ
に
自
己
意
識

と
し
て
成
り
立

た
し

め
て
い
る
実
在

、
す
な
わ
ち

「自
体
」

的
な
る
も

の
と
、
他
方
、
あ
く
ま
で
こ
の

「自
体
」
を
自
ら

の
知

に
も
た
ら
し
、
徹
底
的

に

「自
己
」

化
せ
ん
と
す
る
自
己
意
識

と
い
う
も

の

と
の
、
知

の
場
面

に
お
け
る
相
関

と
し

て
あ
る
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
い
わ
ゆ
る

へ
ー
ゲ
ル
の

「実
体
ー
主
体
」
論

と

い
う
の
も
、
か

か
る
意
味

で
の

「精
神
」

の
構
造

と
し

て
、
ま
た
、
自
己
意
識

の
経
験
を

そ

の
も

の
と
し
て
成
立

さ
せ
て
い
る
構
造
と
し

て
理
解
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

主

体

た
る
限
り
で
の
実
体

と
は
、
「精

神
」
そ

の
も
の
に
他
な
ら
な

い
か
ら

で
あ
る
。

へ
ー
ゲ

ル
は
言
う
。
「
実
体

が
本
質

的

に
主

体

で
あ
る
と

い
う
こ

と

(す
な
わ
ち
、
実
体

・
自
体
が
自
己
意
識

の
、
自
己
自
身
た
る

こ
と
の
確

信

の
う
ち
で
、
自
己

の
実
体

と
し

て
、
い
わ
ば
　

し
て
、

つ
ま
り
、
自
己
意
識

が
自
ら
自
身

で
あ
る
そ
の
こ
と
の
欝
と
し

て
知

ら
れ
る
こ
と
)

は
、
絶

対
的

な
も

の
を
精
神
と
し

て
言

い
表
わ
す
表
象

の
う

ち
に
表
現
さ
れ
て
い
る
。
1

精
神
と

い
う
の
は
最
も
崇
高

な
概
念

で
あ
り
、

近
代
及
び
近
代

の
宗
教

(
キ
リ
ス
ト
教
)
に
属
す
る
概
念

で
あ
る
(。っ
』
轟
)
。
」

明
ら
か
に

へ
ー
ゲ
ル
は

こ
こ
で
、
『
精
神
現
象
学
』

に
お
け
る
、
「
自
己
」

と

「自

体
」

と
の
相
関

と
し
て
の

「精

神
」
、
ま
た
自

己
意
識

に
よ

っ
て
自

も
と
い

ら

の
基

と
し
て
知

ら
れ
た
実

体
た
る

「
精
神
」
、
す
な
わ
ち
主

体
た
る
限
り

で
の
実
体

と
し

て
の

「
精
神
」
と
い
う
も
の
と
、
キ
リ

ス
ト
教

に
お
け
る

「
啓

示
」

に
つ
い
て
の
、
ま

た

「
聖
霊
」

な
い
し

「
三
位

一
体
」

に
つ
い
て
の
表

象
と
を
連
関

づ
け

て
思
惟

せ
ん
と
し
て
い
る
。
じ
じ

つ

『精
神
現
象
学
」

に

お

い
て
も
、
ま
た
後

の

『精

神
哲
学
』

に
お
い
て
も
、
「精
神
」

が

「精
神
」

と
し
て
成
立
す
る
そ
の
最
終

的
境
位

た
る

「絶
対
知
」

な
い
し

「哲
学
」

と

い
う
章

の
直
前

に
、
と
も

に

「
啓
示
宗
教
」

と
い
う
境

位
が
位
置
づ
け
ら
れ

て
い
る
の
で
あ

る
。
『
精
神

哲

学
』

に
お
い
て
、

へ
ー
ゲ
ル
は
言

う
。
「
(啓

示
宗
教

た
る
)

キ
リ
ス
ト
教

の
内
容

は
、
神

を
精
神
と
し
て
認
識
さ
せ
る
と

の

　

　

　

　

コ

　

　

い
う

こ

と

に
あ

る
。

こ

の

、
キ

リ

ス
ト
一教

に
お

い

て
は

表
象

に
対

し

て
与

え

　

　

　

　

　

ら
れ
た
　

も
の
で
あ
り
、
た
だ
自
体
的

に
実
在
で
あ
る
と
こ
ろ
の

も

の
を
、
そ
れ
自
身

の
本
来
的
な
境

位
に
お
い
て
、
す
な
わ
ち
概
念

に
お
い

て
把
握
す
る
こ
と
ー

こ
の
こ
と
が
哲
学

の
課
題
な

の
で
あ
る

(
　

　。」

こ
こ
に
は
、

へ
ー
ゲ

ル
の
哲
学
を
単

に

「
キ
リ

ス
ト
教
的
」

な
も

の
に
色

ど
ら
れ
た
哲
学

と
言

っ
た
だ
け
で
は
済
ま
さ
れ
な
い
大
き
な
問
題

が
あ
る
。

『精
神
現
象

学
』

を
貫
く

へ
ー
ゲ
ル
自
身

の
思
索

そ
の
も

の
の
持

つ

一
種

の

宗
教
性
、
ま
た
、
そ
こ
で
語
ら
れ
た
自
己
意
識

の
経
験

そ
の
も
の
の
も

つ
一

種

の
宗
教
性
と

い

っ
た
も

の
を
、
根
本
か
ら
考
え
直

す
必
.要
が
あ
る
よ
う

に

思
わ
れ
る
。

　二

『精
神
現
象
学
』

に
お
い
て

「啓
示
宗
教
」

の
も

つ
問
題
性
は
、
こ
の
章

に
先
立

つ

「
道
徳

性
」
、
と
り
わ
け
、
「
良
心
」

の
も

つ
問
題
性
と
そ
の
根
底

に
お
い
て
直

結
し

て
い
る
。
こ
の
連
関
を
正
確
に
把
握
す
る
か
否

か
が
、
「
啓

示
宗
教
」
を
考
え
る
際

の
ほ
と
ん
ど
決
定
的
な
点
で
あ
る
。
こ
こ
で

「
良
心
」

に

つ
い
て
立

ち
入

っ
て
述

べ
る
余
裕
は
な
い
が
、
少
な
く
と
も
次

の
こ
と

は



確
認
さ
れ
ね
ば
な
ら
な

い
。

先

に
述

べ
た
よ
う

に
、
自
己
意
識

の
経
験

の
も

つ
、
「
自
己
」

と

「
自
体
」

と

の
相
関
と

い
う
構
造

に
お

い
て
、
自
己
意
識

は
、
自

ら
を
自
ら
た
ら
し
め

て
い
る
基
と
し
て
の
自
体

的

な
も

の
を
自

ら

の
知

へ
も

た
ら

し
、
そ
れ

を

「自

己
」
化
せ
ん
と
す
る
が
、
「良

心
」

と
は
否
定

性

そ
の
も

の
と
し

て
、

こ
の

「自
体
」

の

「
自
己
」
化
を
徹
底
的

に
完
遂
す
る
も
の
な
の
で
あ

っ
た
。

そ
れ
は
、

「人
倫
」

に
お
け
る
実
体
的

・
自
体

的
な
掟

や
、
自

然
的

な
使
命

と

い
っ
た
も
の
に

「
自
己
」

を
埋
没
さ
せ
る
こ
と
を
拒

否
し
、
自
ら

の
知

に

こ
そ
、
自
ら
が
自
ら
た
る

こ
と
の
証
し
を
求

め
る
対
自
存
在

の
本
来
的
形
態

を
表
現
し

て
い
る
。
良
心

に
と

っ
て
、
自
ら
を
自
ら
た
ら
し
め
る

「
自
体
」

は
、
何
か
自
ら
の

「
直
接
的
な
知
」
と

い
う
も

の
に
お

い
て
、
自
ら

の

「
自

己
」

と
そ
の
ま
ま
ひ
と

つ
に
な

っ
て
い
る
。
表
象

の
言
葉

で
言

え
ば
、
良
心

に
と

っ
て
の

「自
体
」

は
、
そ
の

「
自
己
」

に
お

い
て
何
か
直
接
的
な
仕
方

で
受
肉
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
へ
ー
ゲ
ル
が
良

心
を

「生

き
た
自
体

(
　

)
」

と
呼
ぶ
時
、
そ
こ
に
は

「生

き
た
神
」

と

い
う
言
葉

が
そ

の
背
後

に
見
え

て

い
る
。

し
か
し
、
同
時
に
注
意
さ
れ
ね
ば
な
ら
な

い
の
は
、
良
心
が
自
ら
自
身

で

　

　

あ
る
こ
と

の
確
実
性
　

を
、
か
か
る
仕
方

で
そ
の

直
接
的
な
知
に
お
い
て
持

つ
、
ま

さ
に
そ
の
時

、
良
心

の

「自
己
」

は
、
自

己
自
身
を
吟
味
す
る
場
を
失

い
、
そ
の

つ
ど
の

「
わ
た
く
し
」

の
思

い
と
い

っ
た
も
の
に
閉
塞

し
て
し
ま

っ
て
い
る
、
と

い
う
こ
と

で
あ
る
。
こ
こ
に
お

い
て
、
こ
の

「
わ
た
く
し
」

の
思

い
と
い
う
も
の
が
、
そ
れ
に
よ

っ
て
吟
味

さ
る
べ
き

「自

体
」
、
ま
た
、

い
わ
ば
そ
れ
か
ら
の
光

の
も
と
で
良

心
が
自

ら
の

「
あ
る
」

こ
と
を
確
証

す

べ
き

「自
体
」

は
、
完
全

に
お
お
わ
れ
て
し

ま

っ
て
い
る
。

そ
う

で
あ
れ
ば
、
い
か
に
し
て
か
か
る
閉
塞

の
う
ち

に
あ
る
良
心
は
、
再

び
自
ら
を
自

ら
た
ら
し
め
る

「自
体
」

を
見
出
し
、
そ
れ

へ
と
自
ら
を
開
き
、

　

　

自
ら
を
委
ね
、
か
く
し
て
、
あ
く
ま

で

「自
己
」

と

「
自
体
」

と
の
相
関

と

し
て
の
精
神
性

を
得

る
こ
と
が
可
能

で
あ
る
の
か
。

い

っ
た

い
、
い
か
な
る

仕
方

で
自
己

閉
塞

的
良

心
は
再
び
、
「
あ
る
」

と
い
う
こ
と

の
、
ま
た

「知

る
」

と
い
う
こ
と
の
地
平
を
拡

き
う

る
の
か
ー

。

「
啓
示
宗
教
」

に
お
け
る

「相
互
外
化
」

の
思
想

、
す
な
わ
ち
、
冒
頭
に

挙
げ

た

「自

己
意
識
と
自
体

と
が
そ
れ
ぞ
れ

の
側
に
お
い
て
自

ら
を
外
化

し
、

自
ら
を
投
げ
出

す
こ
と
に
よ

っ
て
互

い
に
他
と
な
る
時

に
精
神
は
そ
れ
ら
の

一
性

と
な

っ
て
定
在

に
歩

み
入
る
」

と
い
う
思
想

は
、
ま
さ
し
く
か
か

る

コ
ン
テ
ク

ス
ト
に
お

い
て
は
じ
め
て
意
味
を
も
ち
う

る
の
で
あ
る
。
す
な

わ
ち
、
「精

神
」

の
定

在
に
関

し
て
語
ら
れ
た
こ
の

「
相

互
外
化
」

の
思
想

は
、
決
し

て
単

に
何
か

(
イ

エ
ス
に
お
け
る
)

出
来
事

の
表
象
に

つ
い
て
語

っ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
の
で
は
な
い
。
「道

徳
性
」

の
章
最

後

の

一
節

で
言

わ
れ
る
如
く
、
「
精
神
が
定
在

に
歩

み
入
る
の
は
、
た
だ
自

己
自
身

に
つ
い

て
の
純
粋
な
知

が
、
自
己
自
身
と
の
対
立
と
交
替
で
あ
る
よ
う
な
、
そ
う
し

た
絶
頂

に
お

い
て
の
み

(
　

」
な
の
で
あ
り
、
そ
し

て
、
こ
の

「絶
頂
」

こ
そ
、
自
己
閉
塞

的
良
心
が
自
ら
の

「
あ
る
」

こ
と
、
ま
た

「
知
る
」

こ
と

を
可
能

に
す
る
も
の
へ
と
再

び
開
か
れ
、
い
わ
ば
、
む
き
な
お
る

(
　

〉



「
最
後

の
転
換
点

(
　

こ

を
為
し

て
い
る
の
で
あ
る
。

へ
ー
ゲ
ル
が

「
啓
示
宗
教
」

に
お
け
る

こ
の

「
最
後

の
転
換
占
心

を

「
不

幸

な
意
識
」
と
し
て
語

る
こ
と
の
意

味

は
決
定

的

に
大

き

い
の
で
あ

る
。

「
自
己
」

と

「
自
体
」
と

の

「相
互
外
化
」

と

い
う
思
想
を
、

い
わ
ゆ
る

ヘ

ー
ゲ
ル
流

の
単
な
る
ミ
ュ

ー
ト

ス
に
お
と
し
め
る
か
否

か
は
、
こ
の

「
最
後

の
転
換
点
」

と
し
て
特
徴

づ
け
ら
れ
た

「
不
幸

な
意
識
」
と
、
そ
の

「喪

失

の
自
覚
」

と
い
う
も
の
の
把
握

に
か
か

っ
そ

い
る
。

へ
…
ゲ
ル
は
、
表
象

の

言

葉

で
次
の
如
く
語

っ
て
い
る
。
「
不
幸

な
意
識
は

(直

接

的
)
自
己
確
信

　

　

　

　

の
う
ち

へ
と
あ
ら

ゆ
る
実
在
性
が
喪
失

さ
れ
、
そ
れ
と
全

く
同
様
自
ら

の
知

　

　

　

の

の

が
喪
失
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
自
覚
し

て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
実
体

の
喪
失
同

　

　

の

の

　

様
、
自
己

の
喪
失
を
自
覚
し
て
い
る
。

こ
の
不
幸
な
意
識
は

〈
神
が
死
ん

で

い
る
〉

と
い
う
痛
切
な
言
葉

に
よ

っ
て
表
明
さ
れ
る
苦
悩
な

の
で
あ
る

(しっ
.

　)
凶

「自

己
」
と

「
自
体
」
と

の
知

の
場
面

で
の
相
関

と
し
て
の

「精

神
」
が
良
心
の
自
己
閉
塞

か
ら
、

い
わ
ば
復
活

を
得

て

『
精
神
現
象
学
』

の

終
極
的
境
位

た
る

「絶
対
知
」

と

い
う
地
平
を
拡

き
う
る
の
は
、
か
か
る
不

幸

な
意
識
の

「
自
覚
」

と
い
う
も

の
に
支
え
ら
れ
て
で
し
か
な
い
。

た
し
か
に
、
自
己

意
識

は
自
ら

の
知
の
場

面

で
、
「
自
己
」
性
を
欠

い
た

自

体
的

な
実
体

の

「
秘
密

を
あ
ば
き

(
　

、
そ
れ
を

「自

己
」
化
せ

ん
と
す
る
。
そ
の
こ
と
が
な
け
れ
ば
、
「
精
神
」

は

(「
人
倫
」

に
お
い
て
の

如
く
)
精
神
的

「
実
体
"

た
る
に
と
ど
ま
る
で
あ
ろ
う
。
だ
が
し
か
し
、
自

己
意
識
を
欠

い
た
実
体

の
秘
密

が
あ
ば
か
れ
る
と
い
う

こ
と
は
、
肩
時

に
実

体
性

を
欠
き
、
「
自
体
」
性

を
欠
い
た
自
己

意
識

の
真
相
が
そ

の
も

の
と
し

て
あ
ば
か
れ
る
と

い
う
こ
と
で
も

あ
る
の
で
あ

る
。
そ
し
て
、
『精

神

現
象

学
』

に
お
け
る

「
良
心
」

の
章

の
叙
述
は
、
ま
さ
に
そ
の
こ
と

の
徹
底
的
な

遂
行

と
し

て
あ

っ
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
、
か
の

門絶
頂
」
と
し
て
の
、
ま

た

「最
後
の
転
換

(
　

)
」
と
し
て
の
不
幸
な
意
識

の

「
喪
失

の
自
覚
」

と

い
う
も

の
を
さ
し
示
し

て
い
た
の
で
あ
る
。

お
よ
そ

「
精
神
」

が

「
精
神
」

と
し
て
成
立
す
る
と

い
う
こ
と
は
、
自
己

意
識

に
よ
る

「
自
体
」

の

「
自
己
」
化

と
い
う
こ
と
と
全
く
同
様

に
、
自
己

の

の

　

り

意
識
が
そ
の

「
知
」

の
可
能

に
関
し
て
あ
く
ま

で

「
自
体
し

に
対

し
て
自

ら

を
開

い
て
い
る
、
と
い
う
か
か
る
仕
方
を
お
い
て
他

に
は
あ
り
え
な
い
の
で

の

の

　

　

な

ロ

　

あ
り
、
そ
し
て
、
そ
の
こ
と
を

「
啓
….小
宗
教
」
は
何

か
表
象
的

な
仕
方

で
語

っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

で
は
、
「
精

神
」

と

い
う
も

の
の
か
か

る
あ
り
方

を
、
さ
ら
に
、
最
も

純

粋
な
意
味

で
の

「
知
」

と
い
う
ま
さ
に
そ
の
こ
と
自
身
に
即

し
て
問
う
時
、

い
か
な
る
こ
と
が
事
柄

そ
の
も

の
と
し
て
語
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
か
。

し

か
し
、
そ
れ

は

『
精
神
現
象
学
軸

に
お
け
る

「絶
対
知
」

そ
の
も

の

へ
の
問

い
の
う
ち
で
問

わ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

〈
付
記
〉
小
論

は
口
頭
発
表

の
原
稿
を
も
と

に
新

た
に
書
き
あ
ら
た
め
た
も

の
で
あ
る
。
な
お
、
こ
こ
で
は
充
分
扱

い
え
な
か

っ
た
こ
と
も
多

い

た
め
、
「
哲
学

論
文

集
」
第
十
五
輯

に
掲
載

の

「
道
徳
性
し

に
つ
い

て
の
論
文
を
も
参
照
し

て
い
た
だ
き
た
い
。

(長
崎
大
学
教
養
部
講
師

・
哲
学
)


