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ハ
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「
も

と
も

と
導

入
部

で
あ

る
第

一
部

の
理
念

に
対

し

て
、

あ

な
た

が
何

を
言

う

か
を
、

私

は
知

り
た

い
と
思

い
ま
す
。
」

一
八
〇

七
年

五
月

一
日

の
シ

ェ
リ

ン
グ

宛

の
手
紙

で
、

へ
ー
ゲ

ル
は

こ

の
よ
う

に
書

い

て

い
る
。

『精
神

現

象
学

』
の
理
念

に
関

す

る
こ

の
問

い
は
、

現
在

に

お

い
て
も
未

だ
答

え

ら
れ

て

い
な

い
。

現
象

学

の
理
念

を
不

明

に
し

て

い
る

一
つ
の
大

き

な
原

因
は
、

同

じ
手
紙

で
言

及

さ

れ
て

い
る

「
構
成

そ

の
も

の
を
支

配

し
た
不

幸

な
混
乱

」

で
あ

る
。

こ

の
混

乱

は
現
象

学

の
理
念

を

め
ぐ

る
解
釈

を

「
支
配

す

る
不

幸
な

混
乱

」
を
生

み
出

し
、
ま

た
生

み
出

し
続

け

て

い
る
。

『
精
神

現
象

学
』

の
緒

論

か
ら
、

現
象

学

が

「
も
と

も
と
導

入
部

で
あ

る
第

一
部

し

で
あ

る

こ
と
、

さ
ら

に

「
歴
史

と

し
て

の
現
象

学
」

と

い

う
性

格

を
読

み
取

る

こ
と
が

で
き

る
。

つ
ま

り
現
象

学

の
基
本

的

な
性
格

と
は
、

(1
)
学

へ
の
導

入
部
、

(
2
)
体
系

の
第

一
部

、

(3
)
歴

史

と

し

て

の
現

象
学

、

で
あ

る
。
現

象
学

の
理

念

は

こ
の
三

つ
の
観

点

か
ら

理
解

さ
れ

ね
ば

な
ら

な

い
。
比
喩

的

に
言

う
な

ら
ば

、
現

象
学

は

「
三
枚

重

ね

の
透

か
し
織

り
」

な

の
で
あ

る
。

　ヨ
　

「
歴
史

と

し

て
の
現
象

学
」

と

い
う
観

点

で

『精

神

現
象
学

』

に
光

を
当

て

る
こ

と
が
、

こ

こ
で

の
課
題

で
あ

る
。

歴
史
と
し
て
の
現
象
学

悟
性
と
プ
ラ
ト
ン

『
ソ
ピ

ス
テ
ス
』

細

川

亮

一



一

歴

史
と

し

て

の
現
象

学

「意
識
が
こ
の
道
に
お
い
て
遍
歴
す
る
諸
形
態
の
系
列
は
、
学

へ
の
意
識
自
身
の
教
養
の
詳
細
な
歴
史
で
あ
る
。」
(℃
創○
も
こ

歴
史
と
し
て

の
現
象
学
と
い
う
性
格
は
、
否
定
で
き
な
い
。
問
題
は
「歴
史
と
し
て
の
現
象
学
」
と
い
う
理
念
を
ど
う
理
解
す
べ
き
な
の
か
、
で
あ
る
。
「学

へ

の
意
識
自
身
の
詳
細
な
教
養
の
歴
史
」
(意
識
自
身
が
学

へ
と
教
養
形
成
す
る
歴
史
)
は
そ
の
各
々
の
形
態
が

「自
己
を
意
識
す
る
世
界
精
神
の
一

つ
の
段
階
」
(℃
偽
O
篇
お
)
に
対
応
し
て
い
る
。
現
象
学
は

「そ
の
対
象
的
な
定
在
を
世
界
史
と
し
て
持
つ
体
系
し

(勺
鎚
p
認
⇔)
な
の
で
あ
る
。

　は
　

「自
己
を
意
識
す
る
世
界
精
神
」
は
哲
学
と
し
て
現
象
す
る
。
現
象
学
は
、
世
界
史
の
最
も
内
な
る
も
の
と
し
て
の
哲
学
史
と
対
応
す
る
一
つ
の

　ヰ
　

歴

史

と
し

て
構
想

さ
れ

て

い
る
。

現
象
学

は
世
界
精

神

が
歩

ん

で
き

た
知

の
歴
史

を
掴

人

の
教
養

(自

己
形

成
)

と

し

て
、

再
び

歩

ま
せ

る

の
で
あ

る
。

人
類

の
知

の
歴
史

を
辿

り

、
そ

れ

に
よ

っ
て
人
類

の
歴
史

を
個

人

の
歴
史

と

し

て
取

り
返

す

「教

養

(自

己

形
成

)
の
歴
史

」
、

そ

れ
が

現
象
学

で
あ

る
。

こ
の

こ
と
は

誰

ハ
ら

　

で
も
認

め

て

い
る
。

し

か
し
真

面

目

に
受

け

取

る
人

は

い
な

い
。

意

識

の

一
つ
の
形

態

が

「自

己

を
意
識

す

る
世

界
精
神

の

一
つ
の
段

階
」

と
対

応

す
る

と

い
う

こ
と
は
、

文
字

ど

お
り

に
理
解

さ

れ
ね
ば

な

ら

な

い
。

つ
ま

り
現
象

学

の
各
章

は

、

一
つ
の
哲

学

と
対
応

し
て

い
る

の
で

あ
る
。

現
象

学

の
そ

れ
ぞ

れ

の
章

は

、
様

々
な
哲

学

を
寄

せ
集

め
、

そ

れ

ら
を
単

な

る
実
例

と

し

て
利

用

し

て

い
る
の

で
は
な

い
。

実
例

の
寄

せ
集

め

と
し

て

一
つ
の
章

を
作

り

上
げ

た

と
し
た

ら
、
意

識

の

一
つ
の
形

態

が

「
自

己

を
意
識

す

る
世
界

精
神

の

一
つ
の
段

階
」

と
対

応

す
る

と
は
言

え

な

い
だ
ろ
う

。

さ
ら

に
現
象

学

は
、
全

体

と
し

て

一
つ
の
歴

史

で

な

け
れ
ば

な

ら
な

い
。

そ
う

で
な

け
れ
ぼ

、

現
象
学

が

「
そ

の
対
象

的

な
定

在
を

世
界

史

と
し

て
持

つ
体
系

」

と
は
言

え

な

い
だ
ろ

う
。

現
象
学

ハ　
　

は
哲
学
史
と
対
応
す
る

一
つ
の
歴
史
と
し
て
構
想
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

現
象
学
が
哲
学
史
と
対
応
す
る
こ
と
は
、

へ
ー
ゲ
ル
の
哲
学
体
系

(体
系
的
対
応
)
が
要
求
す
る
こ
と
で
あ
る
。
ま
ず
現
象
学
は
論
理
学
と
対



応

す

る
。

「学

の
抽

象
的

な
契

機

の

そ
れ
ぞ

れ

に
、
現

象

す
る
精

神

一
般

の

一
つ
の
形
態

が
対
応

す

る
。
」

(
　

)

そ

し

て
論

理
学

は
哲

学

史

に
対

応
す

る
。
「
哲
学

史

に

お

い
て
現
れ

る
そ

の
内

容

の
展
開

は
純

粋
な

論

理
的
理

念

の
展
開

と

一
致

す
る
。
」
(
　

卜。
●
)

こ

の

「
現
象

学

-
論

理

学

-
哲
学

史
」

の
体

系
的

対

応

か
ら
、

現
象

学
が

哲
学
史

と
対
応

す

る

こ
と
が
導

か
れ
る
。

へ
ー
ゲ

ル
哲
学

は
体

系

と
し

て
構
想

さ

れ
て

い
る
が

、

そ

の
体

系

は

「体

系

的
対

応

に
よ

っ
て
成

り
立

つ
体
系

」

で
あ

る
。

体
系

的
対

応

こ
そ

が

へ
ー
ゲ

ル
の
体

系

を
独

自

の
体

系

と
し

て

い
る
。

「
哲

学
史

と
対

応

す
る

一
つ
の
歴
史

と

し

て

の
現

象
学

」

と

い
う

理
念

は
否

定

で
き

な

い
。

し

か
し
従

来

こ

の
理
念

が
真
剣

に
受
け

取
ら

れ

た

こ
と

は
な

い
。

『精

神

現
象

学
』

は

「
感
覚

的
確

信

-
知
覚

-
悟

性

-
自

己
意
識

-
理
性

-
精

神

-
宗

教

-
絶

対
知

」

と

い
う
八
章

構
成

で
あ

る
。

こ
れ
を

哲
学

史

と
対
応

す

る

一
つ
の
歴
史

と

し
て
捉

え

る

こ
と

に
対

し

て
、

二

つ
の
主
要

な
困

難

・
障
害

が

あ

る
か
ら

で
あ

る
。

第

一
に
、

感
覚

的
確

信

か
ら
宗

教

ま

で
を

一
つ
の
歴
史

と
見

な

す

こ
と
は

不
可
能

で
あ

る
。

精
神

の
章

と
宗

教

の
章

は
、

明
ら

か

に
別

々

の
歴

史

を
最

初

か
ら
始

め

て

い
る
。

精
神

の
章

は
ギ

リ

シ

ア
世

界

か
ら
現

代

に
至

る
歴
史

を
背

景

に
し

て

い
る
。
宗

教

の
章

は
全

く
新

た

に
オ

リ

エ
ン

ト

の
宗

教

か
ら
始

め
て
ギ

リ

シ
ア
宗

教
を

へ
て
啓

示
宗
教

に
至

る
歴

史

を
語

る
。

こ

の
こ
と

だ
け

で
も

現
象

学
を

一
つ
の
歴

史

と
見

る

こ
と
を

不

可
能

に
す

る
。

で

は

「
歴
史

と
し

て

の
現

象
学

」

と

い
う
理
念

は

へ
ー
ゲ

ル

の
単

な

る
嘘

、

法
螺

に
す
ぎ

な

い
の
か
。

あ

る

い
は
精
神

と
宗

教

の

章

を
書

き
加

え

た

こ
と
が

、
最

初

の
現
象

学

の
構
想

を
崩

し

て
、
一

つ
の
歴

史

と
し

て

の
現
象
学

」
と

い
う

理
念

を
見

え

な
く

し

て
し
ま

っ
た

の

　
フ

　

で

は
な

い
か
。

理
性

か
ら
絶

対

知

へ
移
行

す

る

の
が
現
象

学

の
最
初

の
構

想

(原

現
象

学

)
で
あ

っ
た
、

と
我

々
は
想
定

す

る
。

し

か
し

そ
う
想

定

し
て
も

、

や
は
り

困
難

が
あ

る

よ
う

に
見

え
る
。

つ
ま

り
第

二

に
、

感
覚

的
確

信

か
ら

理
性

ま

で
を

一
つ
の
歴
史

と
解

釈

す
る

こ
と

に
伴
う

困
難

で
あ

る
。

原

現
象
学

が

理
性

か
ら

絶
対
知

に
移

行

す
る
構

想

で
あ

る
と

し

て
も
、

理
性

ま

で
を

一
つ
の
歴
史

と

理
解

す

る

こ
と

は
難

し

い
よ
う

に
見

え

る
。

そ

れ
故
、

現

象
学

に
と

っ
て
哲
学

史

は
単

な

る
実
例

を
提

供

す

る
に
す
ぎ

な

い
と

す

る
解

釈

が

一
般
的

で
あ

る
。
あ

る

い
は
精
神

と
宗

教

の
章
が

別

々

の
歴

史

を
辿

っ
て

い
る
よ
う

に
、

「
感

覚
的

確
信

ー
知

覚

-
悟
性

」
、
自

己
意

識

の
章

、
理
性

の
章

が

そ
れ

ぞ
れ
別

々
の
歴
史

を
記

述

し

て

い
る
と
見

な
す

。
こ

の
よ
う

な
解

釈

に
と



っ
て
、
へ
ー
ゲ
ル
が

『精
神
現
象
学
』
に
お
い
て
明
確
に
主
張
し
た

「
一
つ
の
歴
史
と
し
て
の
現
象
学
」
と
い
う
理
念
は
幻
想
と
な
る
。
と
す
れ

ば

「体
系
的
対
応
に
よ
っ
て
成
り
立
つ
体
系
」
と
し
て
の
へ
ー
ゲ
ル
哲
学
も
幻
想
と
な
る
だ
ろ
う
。

二
つ
の
主
要
な
困
難
に
対
し
て

「哲
学
史
と
対
応
す
る

一
つ
の
歴
史
と
し
て
の
現
象
学
」
と
い
う
理
念
を
守
る
道
は
あ
る
の
か
。
む
し
ろ
こ
の

理
念
は
へ
ー
ゲ
ル
の
単
な
る
嘘

・
法
螺
と
言
う
べ
き
で
は
な
い
の
か
。

二

哲
学

史

と
対

応
す

る
一

つ
の
歴
史

と

し

て

の
現
象

学

我
々
の
戦
略
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
先
ず
第
二
の
問
題
を
考
察
す
る
。
つ
ま
り

「感
覚
的
確
信
か
ら
理
性
ま
で
」
を

一
つ
の
歴
史
、
哲

学
史
に
対
応
す
る

一
つ
の
歴
史
と
解
釈
す
る
。
こ
の
こ
と
を
確
定
し
た
上
で
、
第

一
の
問
題
を
解
決
す
る
。
つ
ま
り
精
神
と
宗
教
の
章
は
、
現
象

学
の
最
初
の
構
想
を
破
壊
す
る
こ
と
を
知

っ
た
上
で
、
へ
ー
ゲ
ル
が
書
き
加
え
た
章
と
考
え
る
。

ハ
ド
　

原

現
象
学

に
お

い
て

は
「
理
性

か
ら
絶
対

知

へ
」
移

行

す
る

こ
と

に
な

っ
て

い
た

の

で
あ

る
。
こ

の
論

点

は
別

の
論
拠

か
ら
根

拠
づ

け

ら
れ

る
。

し

か
し
そ

れ

と
独

立

に
、

も
し

理
性

ま

で
を

一
つ
の
歴
史

と

し

て
理
解

で
き

る
と

す
れ
ば

、

そ
し

て
そ

れ
が

「
哲
学

史

と
対
応

す

る

一
つ
の
歴
史

と
し

て

の
現
象
学

」

と

い
う
理
念

に
合

っ
て

い
る

と
す

れ
ば
、

そ

こ
か

ら
、
精

神

と
宗

教

の
章

が

こ

の
理
念

を
破
壊

し

て

い
る

こ
と
が

明
ら

か

と

な

る
。

つ
ま
り

現
象

学

の
理
念

を
破

壊
す

る
形

で
、

最
初

の
構

想

に
な

か

っ
た
章

と
し

て
、
後

か
ら
書

き
加

え
ら

れ
た

こ

と
が
示

さ

れ
る
。

確

か

に
理
性

謹

で
を

一
つ
の
歴
史

と
し

て
解

釈
す

る
た

め

に
は
、

多
く

の
困

難
が

あ

る
。

し
か

し
自
己

意
識

の

(B
)
か
ら

理
性

の
終

り
ま

で
を

一
つ
の
連
続

し

た
歴
史

と
見

る
こ

と
は
、

可
能

で
あ

り
、

従
来

の
解

釈
も

認

め
る
だ

ろ
う

。
先

ず
哲

学
史

に
対

応

す
る

こ

と
が
明

ら

か
な
自

己
意

識

の

(B
)
に
考
察

の
出

発
点

を
求

め

よ
う
。

自
己

意
識

の

(B
)
は

「自

己
意

識

の
自

由
、

ス
ト
ア
主
義

と

ス
ケ
プ

シ

ス
主
義

と
不
幸

な
意

識
」

で
あ

り
、

ロ
ー

マ
時

代

の
哲

学

と
キ
リ

ス
ト

教

が
問

題

と
な

っ
て

い
る
。

不
幸

な
意

識

は
、

キ
リ

ス
ト
教

で
あ
り

、
そ

の
記
述

は
中

世

を
も

含

む
。
理

性

の
章

は
中
世

の
後

の

ル
ネ

ッ
サ

ン
ス



　
　
　

か
ら

現
代

に
至

る
歴
史

に
対
応

す

る
と
解

釈

さ
れ

て

い
る
。

と

も
か

く
自
己

意
識

の

(B
)
か
ら
理

性

の
章

の
終

り
ま

で

は
、

ロ
ー

マ
時
代

か
ら
現

代

に
至

る

一
つ
の
歴
史

と
見
な

す

こ
と
が

可
能

で
あ

る
。

問
題

は

、
「
感

覚
的

確
信

、
知

覚
、

悟
性

」
と

「
自
己

意
識

」

(A
)
で
あ

る
。

歴
史

的

に

「感

覚
的

確
信

-
知

覚

-
悟
性

-
自

己
意

識

(A
)
」

と

辿

り
、

「
自

己
意

識
」
(A
)
ま

で
を
ギ

リ

シ
ア
時

代

の
哲
学

と
解

釈

で
き

る
と

す
れ
ば

、

そ

こ
か
ら
自

己
意

識

の

(
B
)
、

つ
ま
り

ロ
ー

マ
時

代

に
接

続

で
き

る
だ

ろ
う
。

そ

れ
が
可

能

で
あ

れ
ば
、

原
現

象
学

は
、

人
類

の
知

の
歴

史

を
辿

り
、

そ
れ

に
よ

っ
て
人
類

の
歴
史

を
個

人

の
歴
史

と
し

て

取
り
返

す

「
教
養

(自

己
形

成

)
の
歴
史

」

「学

へ
の
意
識

自
身

の
詳

細

な
教
養

の
歴

史
」
と
解

釈

す

る
こ
と

が

で
き

る
。

そ

れ

は

へ
ー
ゲ

ル

の
テ

ー
ゼ

が
意
味

す

る

こ
と

で
あ

る
。
「
個

人

は
普

遍
的

精
神

の
諸

教
養

段

階
を

遍
歴

し
な

け

れ
ば
な

ら

な

い
が

、
し

か
し

そ
れ

は
、
精
神

に
よ

っ
て
既

に
脱
ぎ

捨

て
ら

れ
た
諸

形
態

と
し

て

で
あ

り
、

仕
上
げ

ら

れ
平

ら

に
さ

れ

て

い
る
道

の
諸

段
階

と

し

て
で
あ

る
。
」

(
　

刈
)

現
象

学

は

「哲

学
史

と
対
応

す

る

一
つ
の
歴

史

と
し

て

の
現

象
学

」

と
し

て
構
想

さ

れ
た
。

こ
れ
が
我

々
の
主

張

で
あ

る
。

へ
ー
ゲ

ル
は
感
覚

的

確
信

か
ら
理
性

ま

で
を

、
パ

ル
メ

ニ
デ

ス
に
始

ま
る
哲

学
史

に
対

応
す

る

一
つ
の
歴
史

と

し

て
構

想

し
た

の

で
あ

る
。
つ
ま
り
感

覚
的

確
信

(
パ

.
ル

メ

ニ
デ

ス

か
ら

ヘ
ラ

ク

レ
イ
ト

ス

へ
)
1
知
覚

(
レ
ウ
キ

ッ
ボ

ス
の
原

子
論

)
1
悟

性

(プ

ラ

ト

ン

『
ソ
ピ

ス
テ

ス
』
)
。

さ
ら

に
自

己
意

識

の

A

「
自
己

意
識

の
自

立
性

と
非

自

立
性

、
主

と
奴

」

は
ア

リ

ス
ト
テ

レ
ス
哲

学

(『
デ

・
ア

ニ
マ
』

と

『政

治
学

』
)

を
背

景

に
し

て

い
る
。

B

「
自

己
意
識

の
自

由
、

ス
ト

ア
主
義

と
懐

疑
主

義

と
不
幸

な
意

識
」

は
、

へ
ー
ゲ

ル

『哲

学
史

講
義

』

に
お
け

る

「
独

断
論

と
懐

疑
主
義

」

と

「
新
プ

　
　
　

ラ
ト

ン
主
義

」
に
対
応

し

、

ロ
ー

マ
時
代

と
中

世

を
含

む
。

そ

し

て
理

性

の
章

は
近
代

哲

学

の
課
題

(存

在

と
思
惟

の
宥

和

1ー
イ
デ

ア

リ

ス
ム

ス
)

を
展
開

す

る
。

そ
し

て
理

性

か
ら
絶

対
知

(
イ
デ

ア
リ

ス
ム

ス

の
頂

点

と
し

て

の

へ
ー
ゲ

ル
哲
学

)

に
移

行

す

る
。

こ
れ

に
よ

っ
て
学

へ
の
導
入

部

と
し

て
の
現
象

学

は

そ

の
目

標

に
到
達

す

る

の
で
あ

る
。

こ

の
よ

う

に
現
象

学
を

理
解

す

る

こ
と
が

で
き

れ
ば
、

「
哲
学

史

に
対

応

す
る

一
つ
の
歴
史

と

し

て
の
現
象

学
」
と

い
う
理
念

が

証
明

さ

れ
た

こ

と

に
な

る
。

そ
れ

に
よ

っ
て
同

時

に
、
原

現
象

学

が
理
性

か
ら
絶
対

知

へ
と
移

行

す

る
構

想

で
あ

っ
た
こ

と
、
言

い
換

え

れ
ば

精
神

と
宗

教

の
章

が
最
初

の
構

想

を
破

壊

す
る
形

で
書

き
加

え

ら
れ

た

こ
と
、

こ

の
こ
と

が
明

ら

か
と
な

る
。

原
現

象
学

は
哲

学
史

と

の
対
応

を
持

っ
た
、
体

系
的



に
よ
く
考

え
ら

れ
た

構
想

で
あ

っ
た
。

へ
…
ゲ

ル
は
確

信

犯

と
し

て
、
精
神

と
宗
教

の
章

を
書

き
加

え
、

原
現

象
学

の
構

想

を
見

え

に
く
く

し

て

し

ま

っ
た
。

そ

こ
か
ら

「
構
成

そ

の
も

の
を
支

配

し
た
不

幸

な
混
乱

」

が
生

じ
た

が
、

そ
れ

は
同
時

に

『
精
神

現
象

学

』

の
解

釈

を

「支

配

す

る

不
幸

な
混

乱
」

を
生

み
出

し
、

ま

た
生

み
出

し
続

け

て

い
る
。

本

稿

で
は
、

悟
性

の
章

を
主

題
的

に
扱

う
。

こ
の
章

は
一

般

に
、

近
代

哲
学

の
力

学
的

世

界
観

(ラ

イ
プ

エ
ッ
ツ
、

ニ

ュ
ー

ト

ン
〉
、

そ

し
て

カ

ン
ト
哲
学

か
ら
解
釈

さ

れ

て

い
る
。

し

か
し
悟

性

の
章

を
貫

く

の
は
、

プ

ラ
ト

ン
哲
学

、
正
確

に
は

『
ソ
ピ

ス
テ

ス
』

で
あ
る
。

三

悟

性

の

章

の

展

開

と

プ

ラ

ト

ン

『
ソ

ピ

ス

テ

ス

』

『精

神
現

象
学

』
の
悟
性

の
章

は

「力

と
悟

性

現
象

と
超

感
覚

的

世
界

」
と

い
う

表
題

を
持

っ
て

い
る
。
知

覚

か
ら
悟

性

へ
の
移

行

は
、

「
知

覚

の
物

か
ら
力

へ
」
と

し

て
可

能

と
な

り
、

そ
れ

に
よ

っ
て

「現

象

と
超
感

覚
的

世

界
し
が
成

立

す

る
。
悟

性

の
章
を

貫

い
て

い
る

の
は
、

「
力

と

し

て
の
存
在

」

と

い
う

思
想

で
あ

る
。

悟
性

の
構

図

は

「
悟

性

…
現
象

(両

力

の
遊
戯

)
i
超

感

覚
的

世
界

(物

の
内

な

る
も

の
)
し

で
あ

る
。

超

感

覚
的

世
界

(第

一
の
法

則
)
は

「
第

二

の
超

感

覚
的

世
界

し
と
し

て

の
転

倒

し
た

世
界

(第

二
の
法

則
)

へ
と
展
開

す

る
。

「
第

二

の
超

感
覚

的

世
界

は
転
倒

し

た
世
界

で
あ

る
。
」

(
　

)
そ

し

て
こ

の
転

倒

し
た

世
界

は
無

限
性

と
し

て
概

念
把

握

さ
れ
、

生
命

と

さ
れ

る
。

こ
う
し

た
悟

性

の
輩

の
展
開

の
哲
学

史
的

背
景

と

は
何

だ

ろ
う

か
。

「
現

象

と
超
感

覚
的

世
界

し
は

プ

ラ
ト

ン
哲

学

(現

わ
れ

と
イ
デ

ア
)
と
カ

ン
ト
哲
学

(現

象

と
物
自

体
)

を
自

然

に
想

起

さ

せ
る
。

し

か
し

「
力

と
し

て

の
存

在
」

は

そ

の
背

景

を
近
代

の
力

学
的

世

界
観

(
ラ
イ
プ

ニ
ッ

ツ
、

ガ

リ

レ
オ
、

ニ

ュ
ー
ト

ン
)
に
求

め

ら
れ

る
。
事

実
、

悟
性

の
章

で
、

万
有

引
力

の
法
則

が
語

ら

れ
て

い
る
。

し

か
し

こ

の
よ
う

な
理
解

は
、

現
象

学

を
哲
学

史

か
ら

の
寄

せ
集

め
と
見

な

す

こ
と

に
な
る
。

「
哲
学

史

と
対

応

し
た

一
つ
の
歴
史

と

し

て
の
現
象

学
」
と

い
う
理
念

な

ど
成

立

し

よ

う
も

な

い
。

し

か
も

こ
れ

だ
け
寄

せ
集

め

た
と

し

て
も
、
第

一
の
超
感

覚
的

世
界

か
ら
転
倒

し

た
世

界

へ
の
展

開
を
解

明

で

き
な

い
し
、
無

限



性
、
生

命

を
も
説

明

で
き

な

い
。

悟
性

の
章

は
哲

学
史

か
ら

か
き
集

め
た
資

料

を
使

っ
て

い
る
だ
け

な

の
か
。

そ

れ
と
も

、
単

な

る
寄

せ
集

め

で
な

く
、

悟
性

の
章

全
体

の
展

閾

を
貫

く
も

の
を
哲

学
史

上

に
求

め
ら

れ
る

か
。
悟

性

の
章

の
展
開

を

可
能

に
し

て

い
る
枠

組

み
を
提

供

し
て

い
る

の
は
何

か
、

こ

の
問

い
を
真

創

に
問

わ
な

け

れ
ば

な

ら
な

い
。

現
象
学

が
人

類

の
知

の
歴
史

を
個

人
が
辿

り
直

す
と
す

れ
ば

、
そ

の
哲

学
史

的
背

景

を
考

え
る
場

合
、

そ

の
思
想

が
最

初

に
登

場
し

た

の
は
F

こ
か
を
問

題

に
し
な

け

れ
ば
な

ら

な

い
。

「
現
象

1
超

感
覚

的
世

界

」
と

い
う
構

図

は
プ

ラ
ト

ン
哲
学

に
お

い
て
最
初

に
登
場

し
た

。

こ
れ

は

一
広

誰

で
も
認

め

る
だ

ろ
う
。

し

か
し
悟

性

の
章

は

ニ

ュ
ー

ト

ン
の
万
有

引
力

の
法

則

を
論

じ

て

い
る
し
、

「
力

と
し

て

の
存

在
」
と

い
う
思
想

は
、
折

代

の
力
学

的
世

界
観

に
求

め

ら
れ

ね
ば
な

ら

な

い
の

で
は
な

い
か
。

確

か

に
悟

性

の
章

を
導

い
て

い
る

の
は
、

「
力

と

し

て
の
存
在

」
と

い
う

力
堂

的

世
界
観

で
あ
る

が
、
そ

の
力
学

的

世
界

観
　

は
、
　

に
立

ち
返

っ
て
理
解

さ
れ

る

べ
き

で
は
な

い
か
。
力

と
し

て

の
存

在

ン

い
う
思
想

の
原
型

は
、
プ

ラ

ト

ン

『
ソ
ピ

ス
テ

ス
』

に
求

め

ら
れ

る
。

悟

性

の
章

の
哲
学

的

背
景

を
プ

ラ
ト

ン
哲
学

に
求

め

る

こ
と
は
自

然

で
あ

る
。

「
現
象

と
超

感
覚

的
世

界
」
は
プ

ラ

ト

ン
の
「
現

わ
れ

と

イ
デ

ア
.

に
対
応

す

る
と
誰

で
も

思
う

だ
ろ

う
。

し

か
し

「転

倒

し
た
世

界
」

論

は
プ

ラ
ト

ン
哲
学

の
批
判

で

は
な

い
の
か
。

し
か

し
現
象

学

の
哲
学

史
的

背

景
を
考

え

る
場
合

、

ヘ
ー
ゲ

ル
が
理
解

し

た
プ

ラ

ト

ン
に
基
づ

く

べ
き

で
あ

っ
て
、
解

釈
者

の
通
俗

的
な

プ

ラ
ト

ン
像

を
前

提

し

て
は

な
ら

か

い
。

へ
ー
ゲ

ル
は
プ

ラ
ト

ン

『
ソ
ピ

ス
テ

ス
』
を
高

く

評
価

し

て
お
り

、
し

か
も

通
俗

的
な

二
世

界
説

と

し
て

理
解

し

て

い
な

い
。

へ
ー
ゲ

ル
け

『
哲
学

史
講
義

』

で

『
ソ
ピ

ス
テ

ス
』

に

つ
い
て
言

う
。

「
最
初

に
プ

ラ

ト

ン
は

『
ソ
ピ

ス
テ

ス
』

に
お

い
て
、
抽

象
的

な
普

遍
性

と

し

て

の
イ

デ

ア

に

つ
い
て

の
さ
し
あ

た

り

の
意

識
を
表

現

し

て

い
る
。
イ

デ

ア
が

そ
う

し
た
も

の
に
す
ぎ

な

い
と

い
う

こ
と

に
と

ど
ま

っ
て
は
な

ら
な

い
。

:

真

の
存

在
者

に
運

動
、

生
命

、
魂

、
思
惟

が

否
認

さ

れ
得

な

い
と

い
う

こ

と
を
、

プ

ラ
ト

ン
は
対

置

す
る
。
」

(
　

)

悟
性

の
章

の
展

開
全

体

を
導

い
て

い
る

の
は
、

プ

ラ
ト

ン

『
ソ
ピ

ス
テ

ス
』
で
あ

る
。

よ
り
明

確

に
言

え
ば
、

「
実
在

(ウ

ー
シ

ア
)
を

め
ぐ

ス

神

々
と
巨
人

族

と

の
戦

い
」

か
ら

弁
証

法

(類

の
結
合

関
係

と

し

て
の
弁
証

法
)

へ
の
展
開

こ
そ
が
、

悟
性

の
章

の
哲

学
史

的

背
景

を
な

し

て

い



る
。

こ
の
箇
所

に
定

位

す
る

こ
と

に
よ

っ
て
、

「
現

象

と
超
感
覚

的

世
界

」
の
構
図

だ

け
で
な

く
、

「
力

と
し

て

の
存

在

し
、

そ
し

て

「
転

倒

し
た
世

界
」

を

も
説

明

で
き
る
。

こ
の

こ
と
を

示
す

こ

と
が
、

以
下

の
課
題

で
あ

る
。

四

悟

性

ー

現

象

(
両

力

の

遊

戯

)
1

超

感

覚

的

世

界

(
物

の

内

な

る

も

の

)

実

在

(
ウ

ー

シ

ア

)

を

め

ぐ

る

神

々

と

巨

人

族

と

の

戦

い

『
ソ
ピ

ス
テ

ス
』
に

お
け

る

「
実

在

(
ウ
ー

シ
ア
)
を

め
ぐ

る
神

々
と
巨

人
族

と
の
戦

い
」
と

は
、
物

体
論

者

と
形
相

の
友

と

の
戦

い
で
あ
り

、

こ

れ
が
悟

性

の
構
図

「
悟

性

-
現
象

(両

力

の
遊
戯

)
…
超

感
覚

的

世
界

(物

の
内

な

る
も

の
こ

の
成
立

の
哲

学
史

的

背
景

を
な

し

て

い
る
。
物

体
論

者

は

「物

体

と
実
在

と

は
同

じ
も

の
　

」

(
　

)
と
主

張
す

る
。

こ
れ

は
現
象

学

に
お
け

る
知
覚

の
立

場

で

あ

る
。
知

覚

に

お
け
る
物

は
　

で
あ

る
。

そ
れ

に
対

し

て
、

形
相

の
友

は
、

悟
性

の
立

場

を
語

っ
て

い
る
。

「
彼

ら

(物

体
論

者

)
を
相

手

に
論
争

す

る
人

た

ち
は
、

き

わ
め

て
用
心

深

い

態
度

で
、
ど

こ
か
上

方
高

く
目

に
見

え

な

い
世

界

を
拠
点

と

し

て
身

を
守

ろ
う

と

す
る

の
だ
。
;
真

の
実

在

と
は
、
思

惟

に
よ

っ
て
と

ら
え
ら

れ

る

非
物

体
的

な
或

る
種

の
形

相

(
　

)

で
あ
る

こ
と

を
、
何

と

し

て
も
認

め
さ

せ
よ

う
と

が
ん
ば

り

な
が

ら
ね

。

そ

し

て
、

先

の
人

た
ち

が
奉

じ
る

も
ろ

も
ろ

の
物
体

、
彼

ら

反
対
派

が
真

実
在

と
説

く

と

こ
ろ

の
も

の
を
、
議

論

(
ロ
ゴ

ス
)

の
な

か
で
ば

ら
ば

ら

に
粉
砕

し

て
、

そ
れ

は
実
在

で
な
く
、

動

き

つ

つ
あ

る
成

り
行

き

(生

成

)

の
過

程

に
す
ぎ

ぬ
も

の
、

と
呼

ん
で

い
る
。

両
陣

営

の
間

に
は
、

バリ
　

こ
う

し

た
論
点

を

め
ぐ

っ
て
果

て

し
な

い
闘

い
が
、

テ
ア
イ

テ
ト

ス
、

つ
ね

に
た

た

か
わ

れ
て
き

た

の
だ
。
」
(
　

〉

形

相

の
友

は
、
真

の
実

在
を

「
思
惟

に
よ

っ
て
捉

え

ら

れ
る
非
物

体

的

な
形
相

し
と
す

る
が
、

こ
れ
は

「
超
感

覚

的
世

界

(物

の
内
な

る

も

の
)
」
で
あ

る
。
非
物

質

的

な

形
相

を
捉

え

る

の
は
思
惟

(
　

で
あ

り
、

「
思
惟

(悟
性

)
1
非

物

質
的

な
形

相

(超

感
性

的
世

界
ご

と

い
う
構

図

が
成
立

し

て

い
る
。

そ
し

て
形
相

の
友

に
と

っ
て
、
物

体
論

者

の

「物

体
　

実
在

」

は
単

な

る
生
成

と
し

て

の
現
象

に
す
ぎ
な

い
。

形
相

の
友

の
立

場

に
お

い

て
、

「
思
惟

(悟

性

)
i
生

成

(現
象

)
…
非

物

質
的

形
相

(超

感
覚
的

世

界
)
」
と

い
う
悟

性

の
構

図
が
成

立

し

て

い
る
。



つ
ま
り

形
相

の
友

の
立
場

は
、
現
象

学

の
悟

性

の
立
場

で
あ

る
。

『
ソ
ピ

ス
テ

ス
』
の
主
役

で
あ
る

エ
レ
ア

か
ら

の
客

人

は
、
物

体
論

者

と
形
相

の
友

を

、
「
力

と

し
て

の
存
在

」
と

い
う
思

想

に
よ

っ
て
批

判

す

る
。

ま
ず
物
体

論
者

に
対
し

て
、
次

の
よ
う

に
言

う
。

「
他

の
何

ら

か

の
も

の

に
対

し

て
働

き
か

け
る

(
　

)
と

い
う
仕

方

に
せ

よ
、

あ

る

い
は
他

か
ら
働

き

か
け
ら

れ

る

(
　

)
と

い
う
仕

方

に
せ

よ
ー

そ
れ

は
ど

ん
な
取

る

に
足

ら

ぬ
も

の
か
ら

ど
ん

な
僅

か
な
働

き

を
受

け

る
だ
け

で
も

、
し

か
し

た

と
え
た

だ

一
度

だ

け
受

け

る

の
で
も

よ

い
の
だ

が

ー
、
と

に
か
く

、
そ

う

い

っ
た
何

ら

か

の
仕

方

に
よ

る
能

動
的

あ

る

い
は
受
動

的
な

力

(
　

)
と

い
う

も

の
を

自
然

本

来

的

に
そ

な
え

て

い
る
も

の
、

す

べ
て
そ

の
よ

う
な

も

の
は
ほ

ん
と

う

に
あ
る

の
だ
、

と

い
う

こ

と
だ
。

す
な

わ
ち
、
存

在

(
　

)
は

つ
ま

る
と

こ
ろ
力

(
　

)
に
ほ

か
な

ら
な

い
と

い
う

の
が
、

私

が

こ
こ

で
提

案

す
る

ひ

と

つ
の
規

定

な

の
だ
。
」

(
　

)

物
体

論
者

の
立

場

は
、

「
物
体

11
実

在
」

(
　

)
で
あ

り
、

現
象

学

の
知
覚

の
立

場

で
あ

る
。

そ
れ

に
対

し

て

エ
レ
ア

か
ら

の
客

人

は
、

「
力

と
し

て

の
存

在

」

(
　

)
を

提
示

す

る
。

こ
れ

は

「
物

か
ら
力

へ
」
と

い
う
存

在
論

の
転

換

で
あ

る
が
、

こ
れ
は

現
象

学

に
お

け
る

「知

覚

か
ら
悟

性

へ
」
に
対
応

し

て

い
る
。
悟
性

の
章

は

そ

の
最

初

に

お

い
て
、
知

覚

の
対
象

で
あ

る
物

(
　

)
の
真

理

態

.

真
実

態
を

力

と
し

て

い
る
。

つ
ま

り
誘
発

す

る
力

と
誘
発

さ

れ
る
力

、
能

動
的

な
力

と
受

動
的

な
力

、

つ
ま

り

「両

力

の
遊
戯

」
を
導

い
て

い
る
。

そ

れ
は

『
ソ
ピ

ス
テ

ス
』
に

お
け

る
働

き
か
け

る
力

と
働

き

か
け
ら

れ

る
力

に
対

応

す

る
。
物

体
論
者

に
対

す
る

エ
レ
ア
か

ら

の
客

人

の
批
判

が
、

現
象

学

の

「
物

か
ら
力

へ
」

の
哲
学

史
的

背
景

と

な

っ
て

い
る
。

次

は
形

相

の
友

の
立
場

の
検

討

で
あ

る
が
、

エ
レ
ア
か
ら

の
客
人

は
形

相

の
友

の
立
場

を
改

め

て
次

の
よ

う

に
表

現

し

て

い
る
。

「
わ
れ

わ
れ

は
身

体

に
よ
り
、

感
覚

を
通

じ

て

(
　

)
、

「
生
成

」
と
関

わ
り

を
も

ち
、
他

方

、
魂

に
よ
り
、

思
惟

を
通

じ

て

(
　

　
)
、

真

の

「実

在
」

と
関

わ

り
を

も

つ
の
だ
、

と
。

そ

の

「実

在
」

は

つ
ね

に
恒
常

不

変

の
あ
り

方
を

保

つ
の
で
あ

る
が
、

他
方

「生

成

」

は
刻

々
に
変
転

す

る
も

の
で
あ

る
と
、

こ
う
諸

君

は
主

張
す

る
。
」

(
『
ソ
ピ

ス
テ

ス
』
　

)

こ

こ

に
現
象

学

に
お
け

る
悟

性

の
立
場

が

は

っ
き

り
と
描

か

れ
て

い
る
。

思
惟

に
よ

っ
て
捉

え
ら

れ
る
真

の
実

在

は
、
恒

常
不

変

の
あ

り
方

を



保

つ
。

こ
れ

は

「
第

一
の
超

感

覚
的

世
界

舞
第

一
の
法
則

1ー
諸

法
則

の
静

か
な
国
し

で
あ

る
。

物
体

論
者

の
物

体

は
、

こ

こ
で

は
生
成

と
し

て

の

現
象

で
あ

る
。

物
体

論
者

の
批

判
を

通

し
て
、

物
体

(生

成

と
し

て

の
現
象
)

は

す

で
に

「力

と

し

て

の
存

在
」

と
解

釈

さ
れ

て

い
る
。

そ
れ
故

現
象

は

「
力

と
し

て

の
存
在

」
、

つ
ま
り

「
両
力

の
遊

戯
し

で
あ
る
。

し

か
し

形
相

の
友

に
と

っ
て

の
実

在

は
力

に
与

ら
な

い
。

「
た

し
か

に
生
成

の
ほ
う

は
、
働

き

か
け

ら
れ

た
り
働

き

か
け

た
り

す

る
力

(
　

)
に
あ

ず

か

る
け
れ

ど
も

、
し
か
し

実
在

に
対

し

て
は
、
そ

の
ど

ち

ら

の
力

も
適

合

し
え

な

い
…
し
(
　

)

形

相

の
友

の
世

界

は
、
悟

性

の
最

初

の
世
界

、
「
現
象

と
第

一
の
超
感

覚

的
世

界
」
で
あ

る
。

「
法
則

の
最

初

の
国

は
変
転

と
変

化

の
原

理
を
欠

い
て

い
る
。
」

(℃
a
p
這

一
)

エ
レ
ア
か
ら

の
客

人

の
記
述

す

る
形
相

の
友

に
お

い
て
、

「
思

惟

ー
生
成

…
真

の
実

在
し
、

つ
ま
り

「
悟

性

ー
両
力

の
遊

戯

く現
象

、
生

成
)
ー
内

な

る
も

の

(真

の
実

在
ご

と

い
う
悟

性

の
構

図
が

読

み
取
れ

る
。

五

第

一
の

超

感

覚

的

世

界

か

ら

転

倒

し

た

世

界

へ

形

相

の

友

か

ら

類

の

結

合

関

係

と

し

て

の

デ

ィ

ア

レ

ク

テ

ィ

ケ

ー

の

世

界

へ

し

か
し

エ
レ
ア

か
ら

の
客

人

は
形
相

の
友

の
見
解

を
批

判
す

る
。

「
い

っ
た

い
わ

れ

わ
れ

は
、

ほ
ん

と
う

に
動

や
生

命

や
魂

や

思
慮

(
　

　
)
が
、
全

き
意

味

で

の
実

在

に

そ
な
わ

っ
て

い
な

い
と

い
う
よ

う
な

こ
と

を
、
そ
う
簡

単

に
信

じ

て
よ

い
も

の
だ

ろ
う

か

…
」

(
　

》
)

へ
ー
ゲ

ル
は

『哲

学
史

講
義

』
で

『
ソ
ピ

ス
テ

ス
』

の
こ

の
箇

所

を
積
極

的

に
評
価

し

、
そ

こ

に
プ

ラ
ト

ン

の
哲

学

の
真

の

姿

を
見

る
。

「
最
初

に
プ

ラ
ト

ン
は

『
ソ
ピ

ス
テ

ス
』
に
お

い
て
、
抽

象
的

な
普

遍
性

と

し

て
の
イ
デ

ア
に

つ
い
て
の
さ

し
あ

た
り

の
意

識
を

表
現

し

て

い
る
。

イ
デ

ア
が
そ

う
し

た
も

の

に
す
ぎ

な

い
と

い
う

こ
と

に
と

ど
ま

っ
て

は
な

ら
な

い
。

…

『感

覚
的

な

も

の
は
変
化

、

生
成

に
属

し
、

普

遍
的

な

も

の
は
そ

れ
自
体

で
存

在

す
る

と
さ

れ

る
。

こ

の
見
解

は
イ
デ

ア
を

不
動

な
も

の
と
表
象

す

る
…
』
真

の
存
在

者

に
運
動

、
生

命
、

魂

、

　に
　

思
惟

が
否

認

さ
れ
得

な

い
と

い
う

こ
と
を

、
プ

ラ

ト

ン
は
対
置

す

る
。
」

(
　

)

形

相

の
友

に
対

す

る

エ
レ
ア
か
ら

の
客

人

の
批
判

、
そ

れ

に
対
す

る

へ
ー
ゲ

ル
の
積
極

的

な
評
価

が
、

悟
性

の
章

に
お

い
て
次

の
形

で
繰

り
返



さ

れ
る
。

「
法
則

の
最

初

の
国

は
変
転

と
変

化

の
原

理
を
欠

い
て

い
た
が

、

し
か

し
転
倒

さ

れ
た
世

界

と
し

て

こ
の
原

理
を
獲

得

す

る
。
」

(℃
a
p

一
ト。
一
)

第

一
の
超

感
性

的
世

界

か
ら
転

倒

し

た
世
界

へ
の
移
行

は
、

『
ソ
ピ

ス
テ

ス
』
に
お
け

る
形

相

の
友

に
対
す

る

エ
レ
ア
か
ら

の
客

人

の
批
判

を
、

そ

の
哲

学
史

的
背

景

と
し

て
持

っ
て

い
る
。

『
ソ
ピ

ス

テ
ス
』

は
形
相

の
友

の
批

判

を
通

し

て
、
形

相

の
世
界

(超

感
覚

的
世

界

)

に

「
動

や
生
命

や
魂

や
思
慮

」

を
認

め
る
。

そ

れ
は

イ

デ

ア

・
形
相

の
世

界

に

「結

合
関

係

す

る
力
」

(
　

)
を
認

め

る

こ
と

で
あ

る
。

こ
こ

に

「
力

と
し

て

の
存
在

」

と

い
う

思
想

は
貫
徹

さ

れ

る
。

『
ソ
ピ

ス

テ
ス
』
の
存
在

論

は

「
力

と
し

て

の
存

在
」
で
あ

る
。
形

相

の
友

の
世
界

は
、

エ
レ
ア
か
ら

の
客

人

の
批

判

を
通

し

て
、

「
類

の
結
合

関
係

と

し

て

の
デ

ィ

ア

レ
ク
テ

ィ
ケ

ー

の
世

界
」

と

な
る
。

こ
の
弁

証
法

の
世

界

こ
そ
が

、
悟

性

の
章

で

の
第

二
の
超
感

覚
的

世
界

と

し

て
の

「転

倒

し
た

世
界

し

で
あ

る
。
悟

性

の
章

を
貫

く
存
在

論

は

「
力

と
し

て

の
存

在

」
で
あ

る
。

そ
う

で
あ

る
こ
と

は
、
悟

性

の
章

の
表
題

「
力

と
悟

性
、

現
象

と
超

感
覚

的
世

界
」
が

は

っ
き
り
示

し

て

い
る
。

へ
ー
ゲ

ル
は

『
哲

学
史

講
義

』

に

お

い
て
、

「
動

、
生
命

、
魂

、

思
惟

」

を
与

え
ら

れ
た
真

の
実

在

の
性
格

を
次

の
よ
う

に
捉

え

て

い
る
。

「他

な

る
も

の
が
同

じ
も

の
で
あ

り
、
同

じ
も

の
が
他

な

る
も

の
で
あ

る
、

し

か
も
同

一
の
観

点

で
同

一
の
側
面

か

ら
そ
う

で
あ
る

こ
と

を
示

す

こ
と

　り
　

…
」
(箋

一
P

胡
)

そ
し

て

こ
れ
が

へ
ー
ゲ

ル
が

理
解

す
る

「
類

の
結
合

関
係

の
世

界
」
、
プ

ラ

ト

ン
の
固
有

の
弁

証
法

で
あ

る
。

し

か
も

へ
ー
ゲ

ル
の

こ
の
プ

ラ
ト

ン

の
弁

証
法

解
釈

(改

釈

)
は

現
象
学

に
お
け

る

「転

倒

し
た

世
界

」

(第

二
の
超
感

覚
的

世
界

11
第

二

の
法

則
)
の
記
述

と

同

型

で
あ

る
。
「第

二
の
法
則

は

そ

の
内
容

が
、
以
前

に
法

則

と
呼
ば

れ

た
も

の
、

つ
ま

り
恒
常

的

で
同
等

に
と
ど

ま

る
区
別

と
対

立
し

て

い
る
。
何

故

な
ら

こ

の
新

し

い
も

の
は

む
し

ろ
、

同
等

な
も

の
の
不
等

に
な

る

こ
と
、

そ

し
て
不

等

な
も

の

の
同

等

に
な

る

こ
と
を
表

現

し

て

い
る
か
ら

で

あ

る
。

…

こ
の
法
則

は

…
不
等

性

の
自

己
同

等
性

で
あ

り
、

非
恒
常

性

の
恒
常

性

で
あ
る
。
」

(
　

今

ま

で

の
議

論

を
ま

と

め
よ
う

。
悟
性

の
章

は
、
プ

ラ

ト

ン

『
ソ

ピ

ス
テ

ス
』

に
お
け

る

「
ウ
ー

シ

ア
を
め

ぐ

る
神

々
と
巨

人
族

の
戦

い
」

か

ら
弁

証
法

(類

の
結

合
関

係

と
し

て

の
弁

証

法
)

へ
の
展
開

が

そ

の
背

景

を
な

し

て

い
る
。

物
体

論
者

に
対

す

る
批
判

は
、
知
覚

の
章

に
お

け
る

物

(
　

)
か
ら

「
力

と
し

て

の
存

在
」

(両

力

の
遊

戯

)
へ
の
移

行

に
対
応

す

る
。

「
形
相

の
友

」
の
提

示

す

る

「
感
覚

的
な

も

の

(変
化

)



と
思

惟
的

な

も

の

(恒
常

不
変

ご

と

い
う
対

立

は
、

「
現
象

と
第

一
の
超

感
覚

的

世
界

し

に
対
応

す

る
。

し
か

し
プ

ラ
ト

ン

の
イ
デ

ア
論

は
そ

こ

に
と
ど

ま

っ
て

は

い
な

い
。

ヘ
ー
ゲ

ル
は
プ

ラ

ト

ン
の
イ
デ

ア
論

を
通
俗

的

な
プ

ラ

ト

ニ
ズ

ム

(
二
世

界
説

)

と
解
釈

し

て

い
な

い

の
で
あ

る
。

つ
ま
り

プ

ラ
ト

ン
は

「
形
相

の
友

」
を
批

判

し
、
真

の
実

在

に
、

「
動
、

生
命

、
魂

、
思

慮

」
を
与

え

る
。

そ
れ

は
、

「
結
合

関
係

す

る
力

し

に
よ

っ
て
成

立
す

る
世

界
、

類

の
結
合
関

係

と

い
う
弁

証
法

の
世

界

で
あ

る
。

こ

の
内

に

へ
ー
ゲ

ル
は
プ

ラ
ト

ン
哲
学

(弁

証
法

)
の
真

の
姿

を
見

る
。

そ

し

て

『精
神

現

象
学

』

に
お

い
て
、

そ

れ
は
第

二

の
超

感
覚

的

世
界

、
転

倒

し
た
世

界

と
呼
ば

れ

る
。

そ

の
内

実

は

「他

な

る
も

の
が

同

じ
も

の

で
あ

り
、

同

じ
も

の
が
他

な

る
も

の
で
あ

る
、

し

か
も
同

一
の
観
点

で
同

一
の
側
面

か
ら
そ

う

で
あ

る
」

と

い
う

転
倒

し

た
世
界

で
あ

る

(
こ

の
プ

ラ
ト

ン
解
釈

が
正

し

い
わ

け

で
は
な

い
が
)
。

し

か
し

そ
れ

は

「動

や
生

命

や
魂

や
思
慮

し
が
備

わ

っ
た
実
在

で
あ

る
。
だ

か

ら

こ
そ
悟
性

の

章

の
最

後

に

お

い
て
、

へ
ー
ゲ

ル
は
そ

こ
に

「生

命

の
本
質

」

(
　

)
を

見
出

す

の
で
あ

る
。

以
上

で

『
精
神

現
象

学
撫

の
悟

性

の
章

の
展
開

(知

覚

の
物

か
ら
悟

性

の
力

へ
、

現
象

と
超

感
覚

的
世

界

の
成

立

、
転

倒

し
た
世

界
)

が
、

プ

ラ
ト

ン

『
ソ
ピ

ス
テ

ス
』

を
哲

学
史

的
背

景

と
し

て
持

っ
て

い
る

こ
と
を

示

せ
た

と
思
う

。

六

悟

性

の

力

か

ら

生

命

ヘ

プ

ラ

ト

ン

哲

学

(
デ

ュ

ナ

ミ

ス

)

か

ら

ア

リ

ス

ト

テ

レ

ス

哲

学

(
エ

ネ

ル

ゲ

イ

ァ

)

へ

悟

性

の
経
験

は

「
転
倒

し

た
世
界

」

に
ま

で
至

る
。

し

か
し
そ

こ

に
無

限
性

の
構

造

を
見
、

無

限
性

を
無

限
性

と

し
て
概
念

把

握

す
る

の
は
、

自
然

的
意

識

と
し

て

の
悟

性

の
経
験

で
は
な

く
、
我

々
哲

学
者

の
考

察

で
あ

る
。
「
こ

の
単
純

な
無

限
性

、
あ

る

い
は
絶

対
的

概
念

は
、
生
命

の
単

　ロ
　

純

な
本
質

、
世

界

の
魂

、
普
遍

的

な
血

と
呼
ば

れ
う

る
。
」

(
　

)

悟

性

の
力

は
生
命

へ
と
移
行

す

る
。
こ

の
考

察

は
我

々
哲

学
春

に
属

す

る
が
、
こ

の
移

行

は
悟
性

か
ら
自

己
意
識

へ
の
移

行
を

表
現

し

て

い
る
。

そ

れ

は
意

識

の
対
象

で
あ

る
自

然

(客

観
性

)

か
ら
生
命

(主
観

性
)

へ
の
移
行

で
あ

る
。

こ
の
移
行

の
哲

学
史

的
背

景

は
、
プ

ラ
ト

ン
哲

学

か

ら
ア
リ

ス
ト
テ

レ

ス
哲

学

へ
の
展

開

で
あ

る
。
「
プ

ラ

ト

ン
的

な

も

の
は
普
遍

的

な
も

の

に
お
け

る
客
観

的

な
も

の

で
あ

る
が
、
し

か
し
生
命

性

の



原

理
、
主

観
性

の
原

理

が
そ

こ

に
は
欠

け

て

い
る
。
生
命

性
、

主
観

性

の
原
理

は

…
ア

リ

ス
ト
テ

レ
ス
に
固
有

で
あ

る
。
」

(芝

一
㊤
レ
器

)

そ

の
展

　め
　

開

は
、
客

観
性

か
ら
主
観

性

へ
、

あ

る

い
は

「デ

ュ
ナ

ミ
ス

(力

、
可

能
態

)

か
ら

エ
ネ

ル
ゲ

イ

ア

(
生
命

、
現
実

態

)

へ
」

と
表

現

で
き

る
だ

(
16

)

ろ

う
。

現
象
学

は
、

悟
性

か
ら
自

己
意
識

へ
と
移

行
す

る
。

こ
こ
で

の
考
察

が
正

し

い
と

す
れ
ば

、

現
象
学

の
自

己
意

識

の
章

(生
命

論

・
欲
望

論

と

自

己
意
識

(A

)
に
お
け

る
主
奴

論

)

は
、

ア
リ

ス
ト

テ

レ
ス
哲
学

を

そ

の
哲

学
史

的
背

景

に
持

っ
て

い
る

こ
と

に
な

る
。

よ
り
詳

し

く
言

え
ば

、

ア

リ

ス
ト
テ

レ
ス
哲

学

と

は
、

『デ

・
ア

ニ
マ
』

(生
命

論

・
欲
望
論

)

と

『
政
治

学
』

(主
奴

論

)

で
あ
る
。

し

か
し

こ

れ
を
証

明
す

る

こ
と

は
、

本
稿

の
課

題

を
越

え

て

い
る
。

本

稿

の
課
題

は
、

『精

神

現
象
学

』
の
悟

性

の
章
全

体

が
、

プ

ラ
ト

ン

『
ソ
ピ

ス
テ

ス
』
を

哲
学

史
的

背
景

と

し

て

い
る

こ
と

を
証

明
す

る

こ
と

に
あ

っ
た
。

し

か
し

こ
の
課
題

は
我

々

の
狙

い
の

一
部

に
す
ぎ

な

い
。

我

々

の
狙

い
は
、

『精

神

現
象
学

』
に

お
け

る
感

覚
的

確
信

か
ら
理
性

ま

で

の
展

開

を
、

「
哲
学

史

に
対
応

す

る

一
つ
の
歴

史

」
と
解
釈

し

、

そ
し

て

こ
れ
が

「
歴
史

と
し

て

の
現

象
学

」
の
理
念

に

一
致
す

る

こ
と
を

示
す

こ

と

に
あ

る
。

そ
れ

を
証

示

す
る

こ
と

に
よ

っ
て
、

「
理
性

か
ら
絶
対

知

へ
」
の
移
行

が
現

象
学

の
最

初

の
構
想

で
あ

っ
た

こ
と
が

明
ら

か

と
な

る
だ

ろ

う
。
精

神

と
宗
教

の
章

は
、

「
一
つ
の
歴
史

と

し

て

の
現

象
学

」
と

い
う

理
念

を
破
壊

す

る

こ
と
を

へ
ー
ゲ

ル
が
知

っ
た

上

で
、

書

き
加

え
ら

れ

た
章

な

の

で
あ

る
。

し

か

し

「
哲

学
史

に
対

応

す
る

一
つ
の
歴
史

と

し

て
の
現
象

学
」

を
証

明

す
る

と

い
う
我

々

の
狙

い
は
、

現
象

学

の
理
念

を

明

ら

か

に
す

る

こ
と
を

最
終

的
な

課
題

と
し

て

い
る
。

現
象

学

は

「
三
枚
重

ね

の
透

か

し
織
り

」

(
(1
)
学

へ
の
導

入
部

、

(2
)
体
系

の
第

一
部

、

(
3
)

歴
史

と
し

て

の
現
象

学
)

で
あ

る
。

本
稿

は

、
現
象

学

の
理
念

を
解

明

す
る

一
歩

に
す
ぎ

な

い
。

註

本
稿

は

「
歴
史

と
し
て
の
現
象
学
」

と
い
う
表
題

で
、
九
州
大
学
哲
学
会

(
一
九
九
七
年
九
月

二
七
日
)

で
発
表

し
た
原
稿

に
基
づ

い
て

い
る
。



〈
1
)
　以

下
、

『精
神
現
象
学
』
は
ホ
フ

マ
イ

ス
タ
i
版

(℃
窪
O

と
略
)
。
ズ
;
ル
カ
ン
プ
版
は

薯

と
略
。

(
2
)
「
体
系

の
第

一
部
」
と
し
て
の
現
象
学

に
つ
い
て
は
、
拙
論

「
原
現
象
学
と
現
象
学
体
系
し

(『哲
学
年
報
』
第
五
七
輯

一
九
九
八
年
)
、
「
現
象
学

の
論
理

と
現
象
学
体
系
」

(『
へ
ー
ゲ

ル
研
究
』

一
九
九

八
年
)
参
照
。

(3
)
「
哲
学
は
そ

の
蒔
代

を
超
え

て
い
な
い
。
哲
学
は
そ
の
時
代
の
実
体
的
な
も
の
の
知

で
あ
る
。
」
(を

一
。。
ψ置
)

「
哲
学

は
発
展
と
し
て
時
間

の
内

に
現
象

し
、
歴
史
を
持

っ
。
」

(
　

)

(4
)
「内
的
な
思
惟

に
お
け
る
人
間
精
神
の
労
苦
は
、
現
実

の
す

べ
て
の
段
階
と
平
行
的

で
あ
る
。
い
か
な
る
哲
学
も
そ

の
時
代
を
超
え
て
い
な

い
。
哲
学
史

は
世
界
史

の
最
も
内
的
な
も

の
で
あ

る
。
」

(
　

)

(5
)
「現
象
学
と
し
て
の
歴
史
」

と
い
う
理
念

に
関
し
て
、
我
々
は
依
然

と
し
て

ハ
イ
ム
と
基
本
的

に
は
同
じ
状
態

に
あ
る
。

「現
象
学
は
、
歴
史

に
よ

っ
て

混
乱
と
無
秩
序

と
な

っ
た
超
越
論
的
心
理
学
で
あ
り
、
超
越
論
的
心
理
学

に
よ

っ
て
錯
乱
し
た
歴
史
で
あ
る
。
」

(
　

　
お
)

(6
)
こ
う
し
た
構
想
が
可
能

に
な

っ
た

こ
と
の
背
景

に
、

へ
ー
ゲ

ル
の

一
八
〇
五
ー
六
年

の
哲
学
史
講
義
が
あ
る
、

こ
の
講
義

で
、

へ
ー
ゲ
ル
は
哲
学
史
を

全
体
と
し
て
捉
え
る
視
点

を
確
立
し
た
の
で
あ
る
。
「し

か
し
今
や

へ
ー
ゲ

ル
は
あ
ら
ゆ
る
哲
学

に
お
け
る
哲
学

の
統

一
性
を
、
一
つ
の
大
き
な
連
関

の

連
続

に
お
い
て
極
め
て
明
確

に
意
識
す
る
よ
う

に
な

っ
た
。
今
や
彼

は
初
め
て
絶
対
知

の
立
場
か
ら
世
界
史
を
仕
上
げ
た
。
今
や
彼
は
初

め
て
彼
に
先

行

す
る
も
の
に
対
す
る
歴
史
的
な
関
係
に
お
い
て
自

己
自
身
を
見
た
。
」

(
　

)

(
7
)
精
神

と
宗
教
の
章

の
書
き
加

え
に
よ

っ
て
現
象
学
の
最
初

の
構
想

(原
現
象
学
11

「意
識

の
経
験

の
学
」
に
お
け

る
理
性

か
ら
絶
対
知

へ
の
移
行
〉
を

崩

し
て
し
ま

っ
た
こ
と

に
つ
い
て
は
、
拙
論

「
原
現
象
学

と
現
象
学
体
系
」

(『哲

学
年
報
』
第
五
七
輯

一
九
九

八
年
)
、
「
現
象
学

の
論
理
と
現
象
学
体

系

」
(
『
へ
ー
ゲ

ル
研
究
』

一
九
九

八
年
〉
参
照
。

(
8
)
註

(7
)
参
照
。

(
9
)
し
か
し
正
確

に
は
理
性

の
章
は
近
代
哲
学

に
対
応
す
る
。

ル
ネ

ッ
サ

ン
ス
は
そ

こ
に
含

ま
れ
な

い
。

へ
ー
ゲ

ル
の
哲
学
史
に
よ
れ
ば
、

ル
ネ

ッ
サ

ン
ス

は
中
世

の
哲
学

に
属
す
る
。

(}(1
)
不
幸
な
意
識

は
確
か
に
キ
リ

ス
ト
教

の
意
識
で
あ
る
が
、
哲
学
史

に
お

い
て
は
、
新
プ

ラ
ト
ン
主
義

が
対
応
す
る
。
新
プ
ラ
ト
ン
主
義
は

「
キ
リ
ス
ト



教

と
最

も
密

接

に
連

関

し

て

い

る
哲

学

の
形

態

」

(≦

お

誌
O
蔭
)
で
あ

る
。

へ
ー

ゲ

ル

は
新

プ

ラ

ト

ン
主
義

の
哲

学

の
構
造

と

キ
リ

ス
ト
教

の
三

位

一
体

と

の
同

型

性

(
　

)
を

見

て

い
る
。

新

プ

ラ

ト

ン
主
義

は

へ
ー
ゲ

ル
に

と

っ
て
こ

の
意

味

で

も
重

要

で
あ

る
。

註

(12

)
参

照

。

(11

)

『
ソ
ピ

ス
テ

ス
』

か
ら

の
引

用

は
、

岩
波

『プ

ラ
ト

ン
全

集

』

第

三
巻

(藤

沢
令

夫

)

を

利

用

し
た

。

(12

)

へ
ー
ゲ

ル
が

『
ソ
ピ

ス
テ

ス
』

に
お

け

る

こ

の
箇

所

を
重

視

す

る

こ

と

の
内

に
、

ヘ
ー
ゲ

ル

に
お
け

る

新
プ

ラ

ト

ン
主
義

の
影

響

を

見

る

こ
と

が

で

き

る
だ

ろ

う

。
「
形

相

の
友

の
論

駁

に

お

け

る
短

い
が
難

し

い

一
節

(い。
蔭
。。
甲

卜。
お

U
)

は
、
プ

ロ
テ

ィ

ノ

ス
と
彼

の
後
継

者

た

ち
を

魅

了

し
た

。
形

相

と

同
様

に
、

生

命

と
知

性

が

真

の
存

在

を

所
有

し
な

け

れ

ば

な

ら
な

い
。

こ

の
主

張

は

、
プ

ラ
ト

ン

の
著

作

に
お

い
て
例

外

的

に
、

知

性

(ヌ

ー

ス
)

に
お

け

る
力

の
新

プ

ラ

ト

ン
主
義

の

三
位

一
体

(存

在

と

生
命

と
知

性

)
に
対

す

る
支

え

と
し

て
呼
び

起

こ
さ

れ

る
。
」
　

　「へ
ー
ゲ

ル
と
新

プ

ラ

ト

ン
主

義

」

と

い
う

テ
ー

マ

に
関

し

て
は
、

山

口
誠

一

『
へ
ー
ゲ

ル

の
ギ

リ

シ
ア

哲
学

論

』

参

照
。

(
13
)

こ

れ

は

『ソ

ピ

ス

テ

ス
』
卜。
紹

U

の
翻

訳

で
あ

る
が

、

誤
訳

で
あ

る
。

「異

な

る

も

の

が
あ

る

意
味

で
同

じ

も

の

で
あ

る

と

主
張

さ

れ

る

と

き
も

、

ま

た

同

じ

も

の
が

異

な

る
も

の
で

あ

る
と

主

張

さ

れ
る

と

き

に
も

、

ど

の
よ
う

な

意

味

で
、

ま

た

ど

の

よ
う

な

観
点

で
、

そ

の
ど

ち
ら

か

で
あ

る

と
主

張

さ

れ

る

の

か
と

い
う

こ

と
を

、

よ

く
調

べ
な

が

ら
ね

。
」
　

)

　

■

(14
)

こ
こ

に
、

真

に
実

在

す

る

も

の

に

「
運

動
、

生

命

、

魂

、
思

慮

」

を
与

え

る

『
ソ

ピ

ス

テ

ス
』

の
言

葉

を

見

る

こ

と
が

で
き

る
。

へ
ー
ゲ

ル
は

『
ソ
ピ

ス
テ

ス
』
に
即

し

て
言

う

。

「
区
別

さ
れ

な

い
も

の
は

生
命

な

き
も

の
で

あ

る
。

能

動
的

で
生

命

的

で
具

体

的

な
普

遍

な

も

の
は
、

自

己

の
内

で
自

己

を

区
別

し
、

し

か

し

そ

の
内

で
自

由

に
と

ど

ま

る
も

の

で
あ

る
。

…

こ
れ

が
プ

ラ
ト

ン
哲

学

と
呼

ば

れ

る
も

の
に

お

け

る
真

な

る
も

の
、

そ

れ

だ

け
が

真

な

る

も

の

で
あ

る
。
」
(
　

)

こ
れ

は
無

限

性

11
生

命

と

同

じ
構

造

で
あ

る
。

へ
ー

ゲ

ル

に
と

っ
て

の
プ

ラ

ト

ン
哲

学

の
真

理
態

は
、

ア

リ

ス

ト
テ

レ

ス
哲

学

で
あ

る
。

註

(16

)
参

照

。

(15
)

『精
神

現
象

学

』

に
お

け

る

「感

覚

的

確

信

、
知

覚

、
悟

性

」

と

「自

己
意

識

、

理
性

、

絶

対

知

」
は
、

『論

理

学

』

に
お

け

る

「客

観

的

論

理
学

」

(存

在

、
本

質

)
と

「
主

観

的
論

理

学

」

(概

念

)
に
対

応

し

て

い
る
。

そ

れ

故
、

悟

性

か

ら
自

己

意

識

へ
の
移

行

は

、
客

観

性

か
ら
主

観

性

へ
の
移

行

で
あ

る

。
註

(
2
)

参
照

。

(16
)

「
ア

リ

ス
ト

テ

レ
ス

の
主

要
概

念

は
、
彼

が
自

然

を

生

命

と

し

て
捉

え

る

こ

と

で
あ

る
。
」
(
　

)
「
生
命

は

エ
ネ

ル
ゲ

イ

ア

で
あ

る
。
」
(
　

)



ア
9
ス
ト
テ
レ
ス
の
プ

ラ
ト
ン
に
対

す
る
論
争
を

へ
ー
ゲ

ル
は
次

の
点

に
見
て
い
る
。
　プ

ラ
ト

ン
の
イ
デ

ア
は
単
な
る
デ

甑
ナ
ミ
ス
と
さ
れ
る
が
、
そ

れ

に
対
し
て
、
両
者

に
よ

っ
て
同
様

に
そ
れ

の
み
が
真
な
る
も
の
と
し
て
承
認

さ
れ
た
イ
デ

ア
は
、
本
質
的

江
エ
ネ
ル
ゲ

イ
ア
と
し
て
考
察
さ
れ
ね
ば

な
ら
な

い
。
」

(
　

)

(本
学
文
学
部
教
授

・
倫
理
学
)


