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ー

へ
ー

ゲ

ル
哲

学

に
お

い
て

「道

徳
性
　

」

と

い
う
も

の
が

い
か
な

る
問

題
性

を
も

っ
て
お

り
、

い
か

な

る
固

有

の
意

義

を
も

っ
て

い

る

の
か

と
い

う
問

い
を

問

お
う

と
す

る
時

、
ま
ず

こ

の
問

い
そ

の
も

の

に
疑

問

が
投

げ

か
け
ら

れ

る
か
も

し

れ

な

い
。

と

い
う

の
も

、

へ
ー

ゲ

ル
が

い
わ

ゆ
る

カ

ン
ト
流

の
道

徳
性

を

、
な

に

か
主
観

的

・
個

人
的

な
も

の
と
見

な

し
、

そ
れ

に
対

し

て
、
客

観
的

・
社

会

的

な
場

面

で
成
り

立

っ
共

同
性

と
し

て

の

「人

倫
　

」
を

も

っ
て
、
道
徳

性

を
越

え

る
、

よ
り

高
次

の
倫

理
性

と

し

た
と

い
う

こ
と

は

、
ほ

と
ん

ど
哲

学

史
上

の
常
識

と

さ
れ

て
い

る
か
ら

で
あ

る
。

そ

れ
自
身

に
全

体
性

を

具

え
た

「世

界
精

神
」

な

る
も

の

の
境
地

に
立

ち

え

た
、

と
自
負

す

る

へ

ー
ゲ

ル
に
と

っ
て
、

お
よ

そ
道
徳

性

と

い

っ
た
も

の
は

.正
面

か
ら

論
ず

る

に
値

し

な

い
も

の
な

の
で
は

な

い
か
。

し

か

し
、

こ

の
よ

う
な
見

解

が
或

る
先

入
見

に
も

と

つ
く
も

の

で
あ
り

、
そ

の
ま
ま
認

め
が

た

い
も

の

で
あ

る

こ
と

は
、
彼

の

『精

神

現
象

学
』

に
お

け

る

「精

神

」

の
章

を

一
見
す

る
だ

け

で
明

ら

か

で
あ

る
。

す
な

わ
ち

、

『
精

神

現

象

学
』

の

「
精

神

」

の
章

は

、

「直

接

的

精

神
」

た

る

「人

倫
」
を

も

っ
て
始

り

、
そ

の
没
落

か
ら

「
自
己

疎
外

的
精

神

」
を
経

て
、
「
自
己

自
身

を
確

信

し

て

い
る
精
神

道

徳
性

」

に

お

い
て
そ

の

へ
ー
ゲ

ル

『
精

神

現

象

学
』

に
お

け

る

「
道

徳

性

」

に

つ
い

て

「共
同
性
」
と

「
自
己
知
」
を
め
ぐ
る
問
題
　佐

々

木

孝

洋



終

局

に
達

す
る

の

で
あ

る
。
.
、口
い
換

え
れ

ば

、
「道

徳
性

」
と

は

「
精
神

」

の
章

の
最
高

の
境
位

で
あ

り

、
さ

ら

に

「精

神

の
完

成
」

と
言

わ

れ

る

「
宗
教

」

の
境
位

へ
と
直
接

に
連
な

る
も

の
な

の
で
あ

る
。
少

な
く

と
も

『
精
神

現

象
学

』
に

即
し

て
見

る
限

り

、
「自

然
」

に
根
ざ

し
た

か
た
ち

で
直
接

的

に
成

立

し

た

「
精

神

」、
す

な
わ

ち

「
人
倫

」

に
対

し

て
、

あ
く

ま

で
白
d

意
識

が

そ

の

「
自

己
し

へ
と
た

ち
帰

り

、
自

ら

の
確

実

性

を

自
ら

の

「
知

」
の
場

面

に
求

め
ん

と
す

る

「
道
徳

牲

し
の
境

位

に
、

「精

神
」

の
よ

り
呉

な

る
あ
り

方

が
求

め
ら

れ

て

い
る
と
言

わ

ね
ば

な

ら
な

い
。

た
し

か

に
、
後

の

鴨精

神
哲

学

』
や

『
法
哲

学

』
に

お

い
て
は

、
「道

徳

性
」

は

門
客
観

的

精
神

」

の
最
高

段

階

た
る

「
人
倫

し

の
前

段

階

に
お

の

か

れ
、
「
い
ま
だ

道
徳

性

の
う

ち

に
あ

る

《
　

》
は
、
人
倫

的

な
も

の
の
う

ち

で
は

じ
め

て
達
成

さ

れ

る
　

と
言

わ

れ

る
。
そ

し

て
、
既

に
青

隼

へ
ー
ゲ

ル
に

お

い
て
、

道
徳

性
を

人
倫

的

全
体
性

、

あ

る

い
は
人

間
本

性

に
も

と
つ

く
生

命
的

全

体
性

に
よ

っ
て
補

完

し

よ

う
と

す

る
努

力

は

、

彼

の
思

惟

の
基

調
と

な

っ
て
い
た
。
だ
が

、
『
精
神

現
象

学

』
と
彼

の
青

年

期

の
著

作

や

『法
哲

学

』
に

お
け

る
叙
述

構

成

の
差
異

を

論
ず

る

こ
と

は

、

こ

こ
で

の
問
題

で
は
な

い
。

問
題

は
、

あ

く
ま

で
、

へ
…
ゲ

ル
哲

学

の
根
本

主
題

で
あ

る

「
精

神
」

に
と

っ
て
、

そ

の

門自

己

知
し

の
真
な

ふ

る
成
立

場
面

が

問
わ

れ
続

け

る

『
精
神

現
象

学
　

に

お

い
て
、
「
道
徳

性

」
が

い

っ
た

い

い
か
な

る
問

題
性
を

は

ら
ん

で

い
る

の
か

、
し

か
も

「
精

神

」

の
章

の
終

局

と
し

て

い
か
な

る
固

有

の
意
義

を
も

つ
の
か
、

を
考
察

す

る

こ
と

で
あ

る
。

へ
ー

ゲ

ル
は

『
精
神

現
象

学

』
に
お

い
て
、
「
精
神

」

の

「自

己
」

へ
の
還

帰

、
ま

た

、
そ

の

「自

己

知
」

と

し

て
の
道
徳

性

の
問
題

に
直
面

せ

ざ

る

を

え
な

か

っ
た

の
で

あ
る
。

そ

れ
は

一
方

で

、
か

か
る

「
自

己

知
　

と
し

て
の
道

徳

性

が

、

一
種

自

然

性

κ
も

と

つ
く
共

同

性

と

し

て
の

「
人

倫
」

に
よ

る
安

易
な
乗

り

越

え
を
許

さ

な

い
問
題

を

は
ら

ん

で
い
た

か

ら
に
他

な
ら
な

い
。
i

と
同

時

に
、
他
方

ヘ
ー

ゲ

ル
は

、
「道

徳
性

」

に
お

い
て

「精
…神

」
が

そ

こ

へ
と
た

ち
帰

る

「
自
己

"

と

い
う
も

の
が

、

そ

の
絶
頂

に
お

い
て

お
よ

そ

い
か
な

る
も

の

で
あ

る
か

を
露

呈

せ
ざ

る

を

え
な

い
の
で
あ

る
。

す

な
わ

ち
、

か

か
る

「
自

己
」

は
最

高

の

「
主
体
性

」

で
あ

る
と
同
時

に
、
他

方

、
も

は

や

「自

己
」

が

「
自

己

」

た
る

こ
と

を

や

め
、
「
知
」
が

「
知
し

た
る

こ
と
を

や

め

る
、
い
わ
ば

無

底

へ
と

そ

の
ま
ま

落

ち
込
ま

ん

と

し
て

い
る

「
良

、心
　

の
イ
ロ
ニ

ー

の
表

現

と

な

る

で
あ

ろ
う
。

こ

こ
で

の
問
題

は

、
「
精
神

」

の

「自

己
知

」

の
爽

な

る
成

立
場

面

へ
の
問

い
と
、

「
人
倫

」

の
名

の
も

と

に
構
想

さ
れ

た
共
同

性

」

の
地

平



へ
の
問

い
と

が

い
か

な
る
仕

方

で
か
か
わ

る

の
か

、

と

い
う
問

題

で
あ

る
は
ず

で
あ

る
。

H

一

「
道
徳
性

」

の
考

察

に
入

る
前

に
、
ま
ず

『精

神

現
象

学
』

が
も

つ
本
来

的

課
題

の
う

ち

で
、

問
題

の
所

在
が

明
ら

か

に
さ

れ
ね

ば

な
ら

な

い
。

『
精
神

現
象

学

』

に
お

い
て
は

、
「
精
神

」

の

「
自
己

しり
Φ
一σ
ωご

が
、
ま

た

そ

の

「自

己
知

」

が

、
「
自

己
」

と
し

て

、
ま

た

「
自
己

知
」

と

し

て
真

に
成

立

し
う

る
境

位

を
求

め

て

の
経

験
が

叙
述

さ

れ

る
。

こ

こ
で

「
白
己

」

ζ

.口
わ
れ

る

の
は

、

い
わ
ゆ

る
意
識

の
そ

の

つ
ど

の
自
我

性

、

あ

る

い
は
そ

の

つ
ど

の
変

転
す

る

「
わ

た
く

し
」

に

つ
い
て
の
確

信

や
表
象

・
思

い
と

は
決

し

て
同
義

で
は
な

く
、

む

し
ろ

そ

の

つ
ど

の
自

我
性

　

　

に
先

立

ち

、
そ

の
根

底

に
あ

っ
て

そ
れ
を

支

え
、

自

己

意

識

を

真

に
自

己
意

識

と
し

て

二

L

た
ら

し

め
る
当

の
も

の

で
あ

る
。

そ

の
意

味

で

「自

己
」

は

、
諸

々

の
表
象

や
思

い
に
よ

っ
て
媒

介

さ

れ

る
こ

と
な
き

端

的
な

「直
接

性
　

」

と

し

て
、

そ

の
よ
う

な
表
象

や

思

い
に

よ

っ
て
は

決

し

て
動

か

さ
れ

え
な

い

「
自
体

〉
コ
し。
ざ
げ
」
性

を

も

つ
、

と
.,口
う

こ
と

が

で
き

る
。

　

　

　

し

か

し
、
他

方

「
自

己
」

は

、
そ

の

「自

己

知
」

に
も

た

ら
さ

れ

て

い
な

い
、
な

に
か
あ

ら
か

じ

め
既

に
と

い
う
仕

方

で

「
自
己
」

に
対

し

て

あ
る

肯
定

的

「
自
体

」

に
否

定
的

に
関

係

し
、

そ
れ

を

「
自
己

知
」

に
も

た
ら

す

こ
と

に
よ

っ
て

「
自

己
」

化
す

る

「
純

粋
否

定
性

「
　

　」

で
あ

る
。

す
な

わ

ち
、
「
自
己

」
は

「自

体
」
を

知

に
も

た
ら

す
知

の
.否
定
性

で
あ
り

、

あ
く
ま

で
肯
定

的

「
自

体
」

と

の
不

等

と
し

　

　

　

て

の
否

定
性

で
あ

る
。

だ
が

、

こ

こ
で
注
意

さ

れ
ね

ば
な

ら

な

い
の
は

、

か

の

「
自
体

」

は

「
自
己

」

の

「自

体

」

に
他

な
ら
ず

、
そ

れ
が
知

に

も

た

ら
さ

れ

る
と

い
う
時

、
そ

の

「知

」

は

「自

己

知
」

に
他

な

ら
な

い
と

い
う

こ
と

で
あ

る
。

し
た

が

っ
て
、

.不
等

と

い
い
、
否

定
性

と

い

っ

て
も

、

そ
れ

は

「自

己
」

に
と

っ
て
、
自
ら

の

「
自

体
」

性
が

い
ま

だ

自
覚

さ

れ

て
お
ら
ず

、
ま

た
自

ら

の

「自

体
」

性

と
し

て

「
自

己
」
化

さ

れ

て

い
な

い
と

い
う

こ
と

で
あ
り

、
逆

に
,
.口
え
ば

、
「自

己
」

が
真

に

「
自

己
」
と

し

て
自
覚

さ

れ

て
お
ら
ず

、
そ

れ
自

身

の
知

に
も

た

ら
さ

れ

て



い
な

い
と

い
う

こ
と

を
意
味

す
る
。

さ

ら

に
魯
、口
い
換

え
れ
ば

、

「
自

己
し

の
否

定
性

と

は
、
　
自

己
」

が
既

に

「
自
己

し

で

あ
る

こ
と

に
お

い
て
、

変
転

す

る

そ

の

つ
ど

の
表

象

や
確
信

に
よ

っ
て
は

決

し

て
動

か

さ

れ
な

い

「
自

体
し
性

を
も

ち

な
が
ら

、
し

か
し

こ

の

「
自
体
」
性

が

「自

己
知

」

の

エ
レ

メ
ン
ト

に

お

い
て

「自

己
」

化

さ
れ

て
い
な

い
と

い
う

こ
と

で
あ

る
。

こ
の
よ

う
な

仕
方

で

「
自
体

」
を

「
自
己

」
化

し

て

ゆ
く
と

い
う

こ
と
が

、
同

時

に
、
逆

に

「自

己
」

が

真

に
そ

の

「自

体

」
性

を
獲

得

し

て

ゆ
く

こ
と

に
他

な
ら

な

い
。

こ
の
相

即

に
お

い
て
知

の
否

定
性

を

介

し

て

「自

体
」
を

「自

己

」
化

し

、
「自

己
」
を

「自

体

」
化

し

て
ゆ
く

運
動

こ
そ

、
『精

神

現
象

学

』
が

「
意
識

の
経

験

の
学
」

と
、菖
わ
れ

る
時

の
、
そ

の

「
経
験

」
な

の

で
あ

る
。
こ

の
よ
う

な

「
自
己

」

と

「
自
体

」

の
相

　

の

の

の

の

の

の

の

　

の

の

の

の

の

の

　

　

　

り

の

の

の

即

的
構

造

を

、
「自

己
」

と

「
自
体

」

と

の

「自

己

知
し

の

エ
レ

メ
ン
ト

に
お

け

る
相
関
　

と
呼

び

う
る

と
す

れ
ば

、
ま

さ
し

く

こ

の
相

関

こ
そ

『
精
神

現
象

学
　

で
譜

わ
れ

る
と

こ

ろ
の
広

義

の

「精

神

し

に
他

な
ら

な

い
。

㈹

二

さ

て
、
他

方

『
精

神
現

象

学
』

の
主

題

は

「実

体
　

が
本
質

的

に
主

体
　

で
あ

る
」

こ

と
を
証

示

す

る

こ
と

と
し

て
特
徴

づ
け

ら
れ

る
。

そ
の

こ
と

は
、
実

体

が
自

ら

に

「自

己
」

性

を
具

え

、
否

定
性

を
具

え

て

い
る
も

の
で
あ

る

こ
と
を
示

す

こ
と

に
他

な
ら

な

い
。

と

こ
ろ
が

、

主

体

た

る
限

り

で
の
実

体

と

は

「精

神
」

そ

の
も

の

で
あ

り
、

そ
し

て
今

見

た

如

く

「
精

神
」

と

は

「
自

己

」

と

「自

体
」

と

の

「
自

己
知

」

の
場

面

で

の
相

関

で
あ

っ
た
。

そ
う

で
あ

れ
ば

、

か

の

へ
…
ゲ

ル

の
実

体

11
主

体
論

が
語

っ
て

い
る

の
は
、

実
体

と

い
わ

れ

る
も

の

は

あ
く
ま

で

「
自
己
」

0
実

体

と

し

て

「
自
己

知
」

の
場

面

で
思

惟

さ
れ

ね
ば

な

ら
な

い
、
と

い
う

こ
の

一
事

な
p

で
あ
る
。

「
真
な

る
も
の
を
単

に
実

体

と
し

て
把

握

し
表

現
す

る

の

で
は
な

く
、
全

く

同
様

に
主
体

と

し

て
も

把
握

し

表

現
す

る

こ
と
が

一
切

を
左

右

す
る

要
点

だ
」

と
述

べ
た

後

、

ヘ
ー
ゲ

ル
は
す

ぐ

に
次

の
様

に
続

け

て

い
る
。
「
こ
れ
と
同

時

に
注

意

さ

れ

る

べ
き

は

、
実

体

性

と

い
う

も

の
が
存

在

で
あ

る
直

接

性

、
す

　

の

　

　

の

　

の

の

の

　

の

の

　

の

コ

の

の

　

の

の

な

わ
ち

、
知

に
対
す

る

直

接

性
　

を

含

ん

で

い
る

の
と
全

く
同

様

に
、
知

る

こ
と

そ
れ
自

身

の

直

接

性

む

　
を
も

含
ん

で

い
る
、
と

い
う

こ
と

で
あ

る
困

す
な

わ
ち

、
「
実
体

(自

体

)
」

性

は

、

一
方

で

「自

己
」

　

の

の

と

し

て

の
知

に
対
し

て
あ
り

、
「自

己
」

が

そ

れ

に
面

と

む
か

わ
ざ

る
を

え
ず

、
そ

れ
を

知

に
も

た
ら

さ
ね
ば

な
ら

ぬ

「
直
接

性

」
で
あ

る

が
、
そ

れ

と
全

く
同

様

に

、
「知

し

が
真

に

「知

」

と

し

て
成
立

す

る
そ

の
根
源

的

な
場

面

に
お

け
る

「
知

」

の

「直

接
性

篇

な

の
で

あ
る
。



か
く

て

、
「
知
」

と

い
う
根

源
的

な
事

態
が

「自

己
」

と

「自

体
」

と

の

二
重

の
相

即

の
う
ち

で
成

立

す

る
も

の
で

あ
り

、
「
知
」

が

こ

の
二
重

性

そ

の
も

の

で
あ

る
と

い
う
ま

さ

に

こ
の
点

に

、
実
体

が
同

時

に
主

体

で
あ

る

と
さ
れ

る

こ
と

の
根

拠
が
存

し

て
い

る
の

で
あ

る
。

す

な
わ

ち
、

実

体
が

同
時

に
主
体

た
ら

ね
ば

な

ら
な

い
と

い
う

こ
と
は

、
他

な

ら
ず

「
自
己

知
」

の
場
面

で

「自

体
」
が

「自

己
」

化

さ
れ

、
「
自

己
」

が

「
自

体

」
化

さ
れ

ね
ば

な
ら

な

い
と

い
う

こ
と

な

の

で
あ

る
。

し

て
み
れ
ば

、

へ
ー

ゲ

ル
の
実
体

ー
主

体
論

は
、
「
自
己

知
」

が
し

ん
じ

つ
い
か

な

る
場

面

で
成

立

し
う

る

の
か

と

い
う
問

い
の
う

ち

に
お

い
て

こ
そ
問

わ

れ

る

べ
き

事
柄

と
言

わ

ね
ば
な

ら

な

い
。

三

し
か

し

、
「精

神
」

は
あ

く
ま

で
な

お
実

体

と
し

て
も

語

ら
れ

る
。

そ
れ

は
、
自
己

意
識

相
互

の
存

立

を
な

に
か
既

に
あ
ら

か

じ
め
支

え

て

い

　

　

　

　

　

　

　

へ

る
と

さ
れ

る
共

同
存

在

的
実

体
ど

し

て

の

「
精

神
」

で
あ

る
。

へ
ー
ゲ

ル
は

「自

己
意

識

」
の
章

で

、
「精

神
」
を

、
各

々
自

立

的

に
あ

る
自

己
意

㈲

識

の
統

一
態

、
す

な
わ

ち

「
我

々

で
あ

る
我

、

我

で
あ

る
我

々
」

た

る

「絶

対

的
実

体
」

と

し

て
特

徴

づ
け

て
い
る
。

す

で

に
青
年

期

の

ヘ
ー
ゲ

ル
が

「生

命
　

」

と

い
う
独

自

の
概

念

の
も

と

に
、
個

々

の
人
間

を

あ
ら

か

じ
め
自

然
本

性

的

に
包

み
込
ん

で

い
る
美

し

い
共

同
存

在

的
全

体

性

を
構

想

し

て

い
た

こ
と
は

よ
く

知
ら

れ

て

い
る
が

、

い
ま

こ

こ
で

「精

神

」

が
自
己

意
識

相
互

の
存

立

を
根

底

で
支

え

る
共
同

的

実
体

と

さ

れ

る
と
き

に
も

、
「生

命

と

い
う
単
純

な

実
体

」

の
概

念

、
あ

る

い
は

「類
　

」
と

い
う
概

念
が

す

で

に
背

景

と
な

っ
て

い
る
と
言

え
る

で

個

あ
ろ

う
。

そ
う

で
あ

れ
ば

、
『
精
神

現

象
学

』
に
お

い
て

「
精
神

」
の
概

念

は
、
あ
く

ま

で

「
自
己

知
」

の
場

面

で
の

「自

己

」

と

「自

体
」

と

の
相

関

で

の

あ

る
と

同
時

に
、
自
己

意
識

相

圧

の
根
底

に
あ
る
共

同

的
実

体

で
あ

る
と

さ
れ

て

い
る
の

で
あ

る
。

と

こ
ろ
が

、
実

体

は
、

し
ん

じ

つ
に
は
そ

れ

　

　

　

自

身

主

体

た

る

こ
と

が
示

さ
れ

ね
ば

な
ら

な

い
の
で
あ

り

、
そ

し

て
そ

の
こ
と

は

、
実

体

が

「
自
己

」

の
実

体

と

し

て
、
「
自

己

知

」

の
場

面
で

思
惟

さ

れ

ね
ば

な
ら

な

い

こ
と
を
告

げ

て

い
た
。

し

て

み
れ
ば

、
自

己

意

識

に
と

っ
て
の
先

行

的
共

同

性

と

し

て

の

「
精

神

的

実

体
　

　」

が
そ

れ
自

身

に

「自

己
」

性

を
具

え

、
否
定

性

を
具

え

た
も

の
た

り

う
る

の
は

、
す

な
わ

ち
、

し
ん

じ

つ
に
主
体

た

り
う

る

の
は
、

あ

く
ま

で

「
精

神
」

の

「
自

己
知
」

の
場

面

に
お

い
て

で
な
け

れ
ば

な
ら

な

い
。

す

な
わ

ち
、
共
同

性

が

し
ん

じ

つ

「自

己

」
的

た

り
う

る

の
は

「
自
己

知
」

の
場

面

を

お

い
て
他

に
は

あ
り

え
な

い
の

で
あ

る
。
な

ぜ

な
ら

、
共

同
性

の
地

.平

は
、
各

々
の
自

己
意

識

の
存

立

に
先

立

っ
て
既

に



あ
ら

か

じ
め

、
「
自

体
」
的

に
開

か

れ

て
あ

る
と
言

い
う

る

に
し

て
も

、
し

か

し

そ

の
地

.平
は

あ
く

ま

で

「
自
己

知
し

の
場

面

に
お

い

て

「自

己
」

化

さ
れ

、

そ

の
否

定
性

、

知

の
否
定
性

に
よ

っ
て
貫

か
れ

た
も

の

で
な

け
れ
ば

な

ら
な

い
か
ら

で
あ

る
。

そ

し

て
、

こ
の
否

定
性

と

は

、
「自

己
」

が
自

ら

の

「
自

体
」
性

を

、
知

に
も

た
ら

す
と

い
う
仕
方

で

「自

己
」
化

す

る
際

の
、
「自

体

」
に
対

す

る
関
係

そ

の
も

の

に
他

な
ら

な

い

の
で
あ

る
。そ

れ

に
対

し

て

、
「自

体
」

的

な
実
体

を

共
同

的
実

体

と

し

て

「
自
己

し

に
先

行

さ

せ
、

こ
の
実

体

に

「自

己
知

し

を
介

在

さ

せ
る

こ
と

な
く

、

つ

　

な

に
か

「事

柄

自
身

の
否

定
性

し

な

る
も

の
を
与

え

て
し

ま

え
ぱ

、

ヘ
ー

ゲ

ル
に
お

け

る

「
精

神
」

の
問
題
性

は

お

お
わ

れ
る

こ
と

に
な

る
で
あ

　

の

ろ

う
。

な

ぜ
な

ら

、
事
柄

自
身

な

る
も

の

に
否
定

性

を
与

え

る

こ
と
は

、

そ
の
も

の
に
知

を
介

在

さ
せ

る

こ
と
な

く

「
自
己

し

を
与

え

る

こ
と

に

他

な

ら
な

い
か
ら

で
あ

る
。

四

さ

て
、
　
精
神

現
象

学

』
に
お

け

る

「
精
神

し
が
以
上

の
如
き

も

の

で
あ
れ

ば

、
青

年

ヘ
ー
ゲ

ル

に
お

い
て
見
出

さ

れ

る
、

一
種

自

然

。
本
性

に
も

と

つ

い
た
美

し

い
全
体

的
生

命

と

い
う
共

同
性

の
概

念

、
ま

た
自

然

的
な

「類

し

と

の

ア
ナ

ロ
ジ
…

で
語
ら

れ

た

「
生
命

」

と

い
う
概

念
を

、

そ

の
ま
ま

主
体

た

る
限

り

で

の

門
精
神

」

の
概

念

と
す

る

こ
と

は
も

は
や

で
き

な

い
。

こ

こ
で
、
青

年

ヘ
ー
ゲ

ル
の
思
想

を

こ

の

「
生
命

」

と
、

ま

た
そ

れ
と

の
対

抗

関
係

に
あ

る

「
道
徳

性
」

に
関
し

て
簡

単

に

ふ
り

か
え

っ
て
お

こ
う

。
例

え

ば

、
　
キ
リ

ス
ト
教

の
精
神

と

そ

の
運
命

賑

に
見

ら

れ

る

「
生
命
し

の
概

念

の
う
ち

で
は
、
人
間

に
お
財

る

い
わ

ゆ
る
精

神

性

と
自
然

性

、

理
性

的

な
も

の
と
感
性

的

な
も

の

は
、

一
種

自
然

本
性
的

調
和

の
う

ち

に
あ

っ
た
。

そ

こ

で
は
、

梱

々

の
人
間

を

「
反
省

し

の
導

入

に
よ

っ

て
相

互

に
分
断

し
、
自

然
性

か
ら
分

離

さ
せ

る
悟
性

の
律

法

で
さ
え
も

、

よ
り

高
次

の
合

一
原

理
た

る
　

愛
　

に
よ

っ
て
補

完

さ

れ

う
る

と

さ
れ
、

り

の

　

生
命

的

全
体
性

を

傷

つ
け

る
悪

し
き

犯
罪

行
為

で
さ

え
も

、
「愛

」

に
よ

る

「
運
命

と

の
和
解

」

に
よ

っ
て
再

び
美

し

い
全

体
的

共
同

性

へ
と
帰

る

こ
と
が

で
き

た

の

で
あ

る
。

こ

の
全

体
的

「生

命

篇

に
対

し

て
、
「
道
徳

性
　

は

自
然

本
性

的
共

同

性
を

分
断

す
る

、
冷

い
悟

性

的
反

省

に
よ
る
孤

立
化

の
原
理

と
見

な

さ
れ

、

そ
れ

は

「
愛
」

に
よ

っ
て
再

び

「生

命
」

へ
と

克
服

・
補

完

さ
れ

ね
ば

な
ら

な

か

っ
た
。

「道

徳
牲

」

と
は

、
人
間

を

の

　

　

の

の

な

に
か

各

々

の
自
己

と

い

っ
た
と

こ
ろ

へ
ひ
き

こ
も
ら

せ

て
し

ま
う
も

の
と

さ
れ

、
他

方
　

愛
　

は
合

一
の
原

理
、

「生

命
し

と

い
う
協
同

牲

の
原



　

　

　

　

　

　

理

で
あ

っ
た

。
そ

の
意
味

で
は
、

こ
の
よ

う
な

「生

命
」
を

、
「
共

同
存

在

の
、

善
悪

の
彼

岸

に
立

つ
根

源
的
倫

理

性

『
と

特
徴

づ

け
る

こ
と
も

で

き

る

で
あ
ろ

う
。

だ

が

し
か

し
、

こ
の

「
生
命

」

の
思

想

に

は
、
「
自
己

」
を
否

定
性

と

し

て
、
ま

た

「自

体
」

と

の
.不
等
と

し

て
把

え

る
思
想

が
全

く
欠

落

し

て

い
る
。
否

む

し

ろ
、

こ
こ

に
は
お

よ
そ

「自

己
知

」
と

し

て
の

「
自

己
」

と

い
う

思
想

を
見
出

す

こ
と
が

で
き

な

い

の
で
あ

る
。

「全

体
性

か

ら
歩

働

み
出

て
し
ま

っ
た
」

否

定

性

と

し

て
の

「
自

己
」
、
ま
た

「
自

体

」

と

の
不

等

の
う

ち

に
あ

り

な
が

ら
、

な
お

そ
れ

を

「
自

己

」

化

せ

ん
と

す

る

「
自
己

」

と

い
う
思

想

が
欠

落

し

て
い
る
限

り

、
自

然
本
性

的

な

「
自
体

」

的
生

命

が
、

そ
れ

自
身

に
全

体
性

を
具

え

た
共

同
性

と

し

て
、
道

徳

の
彼
岸

、
善

悪

の
彼

岸

で
あ

る
こ

と

は
む

し
ろ
当

然

の

こ
と
だ

っ
た

の
で
あ

る
。

行
為

た

る
限

り

で

の
行

為

に
お

い
て
そ

の
善
悪

を
常

に
問

わ
ざ

　

　

る
を

え
ず

、

カ

ン
ト

の
言
葉

で
言

え
ば

、

そ

の

「
規
定

根
拠

」

が

一
種
否

応

な
く

.露
わ

に
な
る
も

の
が
ま

さ

に

「道

徳
性

」

に
お
け

る

「
自
己

」

に
他
な

ら
ず

、

そ

の
意
味

で
の

「自

己
」

が

こ
こ

で
は
決
定

的

に
欠

落

し

て

い
る
の

で
あ

っ
て
み
れ
ば

。

し

か
し

、
実
体

が

「
自

己
」

性

、
す

な
わ

ち
知

の
.否

定
性

に
よ

っ
て
貫

か
れ

る

経
験

の
叙
述

た

る

『
精
神

現
象

学

』

に
お

い
て
は

、
あ

ら
か

じ

め

「
共

同
性

」
を

「自

体

」
的

全
体

性

と
し

て
前
提

し

、

そ
れ

を
以

て
右
.体

た
る

限
り

で
の

「精

神
」

と

す

る
こ
と

は
も

は

や

で
き
な

い
。

ま

し

て
、
そ

の
よ

う

な

「
自
体

」
的
共
同

性

を

、
「
自
己

」
の
.否

定
性

、
知

の
.否

定
性

を
ま

ぬ
が
れ

た
道
徳

の
彼
岸

へ
、
善

.悪

の
彼
岸

へ
疎

開

さ

せ
る

こ

と
が

可
能

な

は
ず

も
な

い
の

で
あ

る
。
善
悪

の
彼
岸

に
立

つ
共

同
性

が

い
か

に
美

し
く

、
ま

た
自
然

本
性

に
も
と

つ
く

い
か

に

「人

間

的
」

な
全

体

性

で
あ

る

と
さ

れ
よ

う

と
、
自

己
意

識

が
行
為

に
お

い
て
か
か

る
彼

岸

に
安
住

す

る
限

り

、
そ

こ

に

「
自

己
」

は

な
く

、
知

の
否

定
性

は

な

い
、

と
言

わ
ね

ば
な

ら

な

い
か
ら

で
あ
る
。

そ

の
限

り

で
の

「
精
神

」

は
ど

こ
ま

で
も

「自

己

」
化

さ
れ

な

い
実
体

た

る

に
と

ど
ま

る
。

こ
の
実
体

の

主

体

た

る
こ
と

が
証

示

さ
れ

な

い
限
り

、
す

な

わ
ち
先

行

的
共

同
性

と

し

て
の

「
精
神

」

が

「
自
己

知
」

の
場

面

に

お

い
て

「自

己

」

の
否
定

性

、

知

の
否

定
性

に
よ

っ
て
貫

か

れ
な

い
限

り

、
「精

神
」
を

真

に

「
精
神

」
と

し

て
語
り

う

る
地
.平
は

開

か
れ
え

な

い

の
で
あ

る
。

ヘ
ー

ゲ
ル
は
言

っ

て

い
る
。

　

　

　

　

　

「
精

神

は
自

ら
が

直
接

的

に
何

で
あ

る
か

に

つ
い
て

の
意

識

へ
と

進
ん

で
ゆ
か

ね
ば

な

ら
な

い
。

美

し

い
人

倫
的

生
命

を

廃
棄

し

、

一
連

の
形



ゆ

態

を
経

て
、
自
己
自
身
の

知
　

と
到

ら

ね
ば

な

ら
な

い
㌧

こ
こ

に

こ
そ
、

一
方

で

「
自
己

知
」

の
場

面

に
お
け

る

「自

己

」

と

「
自
体

」

と

の
相

関

と

さ
れ
、

他
方

自
己

意
識

相

互

の
根

底

に
あ

る
共
同

的

実

体

と
さ

れ

る

「
精

神
」

が

、

「人

倫
」

の
没
落

を
経

て
、
そ

の

「
自
己

知
」

の
境
位

た

る

「
道
徳
性

」、
す
な
わ

ち

「自

己

自
身

を
確

信

し
て

い

る
精

神
」

へ
と
到

ら

ね
ば

な
ら

ぬ
所

以
が

あ

る
。

だ

が

し
か

し

、

「道

徳
性

」

に
お

い
て
、

「精

神

」
を

真

に
主

体

た
る

「
精
神

」

と

し

て
、
ま

た

「
自
己

」
性

を
具

え

た
共

同
性

と

し

て
語

り
う

る
地

平

は

い
か

に

し

て
見

出

さ
れ

う

る
で

あ
ろ

う
か
。

そ

の
地

平

が
拡

か
れ

る

た
め

に

「
精
神

」

は
そ

の

「
自
己
」

を

一
種

限

界
的

状

況

に
お

い

て
露
呈

し

な

け
れ
ば

な

ら
な

い
で
あ

ろ
う
。皿

一

さ

て
、

で
は

「
道
徳

性
」

に
お
け

る

「
自
己

知
」

と

は
何

か
。

そ

れ
は

「道

徳
性

」

に

お

い
て

「行

為
　

」

が

い
か
な

る
概

念
を

も

つ
か

に
か
か

わ

る
。
し

か
し

、

い
ま

そ
の
問
題

に
入
る
前

に
、
「道

徳
性

」

に

先

立

つ
経
験

の
展

開

に

お
け

る
行
為

の
概
念

を

、
共

同

性

の
問
題

と

の

か
か
わ

り

で
ふ
り

か

え

っ
て
お
く

必
要

が

あ

る
。

「

「
人

倫

」

以
降

の
締

捧

的

世

界

を

直

接

に
導

い
た

の
は

「
事

そ

の
も

の
　

「

で
あ

っ
た
。
「事

そ

の
も

の
」

は

「
精

神

的

実

在

　」、
あ

る

い
は

「
実

体
」

と
言

わ

れ

る
が
、

こ
の
際
精

神

的

と

い
う
言
葉

が

意
味

し

て

い
る

の
は
、

各

々

の
自
己

意
識

的

　

　

　

　

個

体

の

共
同

的

「
わ

れ
わ

れ
」
性

で
あ
り

、

そ

の
意
味

で

「
事

そ

の
も

の
」

は

「全

て

の
者

の
為

す

こ
と

で
あ

り

、
各

々

の
者

の
為
す

こ
と

↓
口
口

　

　

　

　
『
で
あ

る
と

さ
れ

る
。

す
な

わ

ち
、

あ

る
者

の
為

し
た

こ
と

は

、
そ

れ
が

「作

品
　

」

と
な

っ
て
対
象

化

さ
れ

、

他
者

に
卦

レ

で
あ

る

よ
う

に
な

り

、
ま

た
他
者

も

こ
の
作

品

を
様

々
に
評

価

・
批
評

す

る
と

い
う
仕
方

で
そ
れ

に
干

渉

し
関
係

す

る
限

り

、
あ

る
者

の

為

す

こ
と

は
単

に
そ

の
者

の
為

す

こ
と

で
あ

る

に
と
ど
ま

ら
ず

、

他

の
全

て
の
者

の
為

す

こ
と

で
も

あ
り

、
「為

す

こ
と
　

」

は

、
す

で

に



「
わ
れ
　

性

で
あ

る
と
同

時

に

「わ

れ

わ
れ

」

性

で
も

あ

る
共

同
性

の
地

平

に
お

い
て
成
り

立

つ
も

の
と

さ
れ

る

の

で
あ

る
。

し
か

し

、

こ
の
よ

う

に
語
ら

れ

る
時

、

こ
の

「
為

す

こ
と
」

と

は
お
よ

そ
何

か

。

じ

つ
は
、

こ

こ
に
は

見
逃

し

え
な

い
大

き
な
前

提

が

あ

っ
た

の

　

　

む

の
で
あ

る
。
す

な
わ

ち

、
こ

の

「為

す

こ
と
」

と
は

、
「各

個

体

の
本
質

で
あ
り

、
自
体

的

に
存

在

す

る
自

然
」

と
し

て
の

「
根
源

的

に
限

定
さ

れ

た
自

然
　

」

を

、
各

個
体

が

そ

の
ま
ま

、

い
わ
ば

動
物

的

に
対

象
化

、
作

品

化
す

る

こ
と

に
他

な
ら

な

い
と

⑬

い
う

前
提

で
あ

る
。

こ
こ

で
言

わ

れ

る
、
自

体
的

な

、
根

源

的

に
限
定

さ

れ
た

自
然

と

は
、
「
天

賦

の
才
能

や
能

力

し
の

こ
と

で
あ
り

、
総

じ

て
自

体
的

に

「
与

え
ら

れ

た
素

材
」

を
意
味

す
る
。

す

な
わ

ち

、

こ
の
場

面

に
お

い

て
各

個
体

は

徹
頭

徹
尾

自
体

的
自

然

に
限

定

し

つ
く

さ
れ

て
お

り
、

各

々

の

「
為

す

こ
と
」

は

こ

の
自
然
性

の

「表

現
篇

以
外

の
も

の

で
は
な

い
の

で
あ

る
。

　

　

　

た
し

か

に
、
各

個
体

は
自

然

的
素

材
を
作

品

化

す

る
こ
と

に

よ

っ
て
、

対
他

的

な
場

面

へ
と
歩

み
入

る

の

で
あ
り

、

こ

の
場

面

(事

そ

の
も

の
)

は
自

然
的

・
個

別

的

「
わ

れ
」
性

を

す

で
に
越

え

た

「わ

れ

わ
れ
し

性

を
具

え

た

「
精
神

し
的

場

面

で
あ

る
と
言

う

こ
と

は

で
き

よ
う

。

ヘ
ー

ゲ

ル
に
お

け
る

「
精

神
」

性

が
、

な

に
か
個

々
人

の
主

観
的

内

面
性

の
如

き
も

の
を
意
味

す

る

の

で
な

い
こ

と
は
、

こ
こ

で
あ
ら

た

め

て
注
意

す

る

ま

で
も

な

い
。

し

か
し

、

こ

の
よ
う

な

「事

そ

の
も

の
」

は

そ
れ
自

体

一
種

荘
漠

た

る
相

互
性

で
あ
り

、

へ
ー
ゲ

ル
自

ら
欝

う

如
く

「抽

象

的
な

のに

の

　

述

語

」

で
あ

る

に
す
ぎ

な

い
。

こ

の

「
事
」

的
場

面

で
為

さ

れ

る
こ
と

は

、
自
体

的
自

然

の
直
接

表

現

と
し

て
、

そ
れ

な

り

に

「
全

て
善

い
」

の

。

●

㈲

で
あ

り
、
各

人

は
相

互

的

に
そ
れ

な
り

に
ひ
と

か
ど

の

こ
と
を

為
す

の
で
あ

る
。

あ

る

い
は
何
事

も

為

さ

ぬ
に
し

て
も

、
相

互
性

の
場

面

で
は
、

み

　

の

の

　

ユ

そ
れ

は
そ

れ

で
ま

た

ひ
と
か

ど

の

こ
と
な

の

で
あ

る
。

各

人

は
為

す

こ
と

に
あ

た

っ
て

「
全

て

の
制

約
を

投
げ

す

て

て

い
る
嘱
換

言

す

れ
ば

、

こ

の

「事

」
的
場

面

に
お
け

る

「
為

す

こ
と
」

に
は
、

「自

体
」
と

の
不

等

の
う

ち

に
あ
り

な

が
ら

、
し

か

し
そ
れ

で
も

な

お
自

己
意

識

を
真

に

「
ご

た
ら

し
め

る
否

定
的

統

一
と

し

て
の

「
自
己

」

が
完
全

に
欠

落

し

て

い
る

の
で

あ
る
。

逆

に
言

え
ば

、
個

体

は
自
体

的
自

然

以
外

の

「自

体
」
、
す

　

り

な

わ

ち
自
ら

が

そ
れ

に
も

と

つ

い
て
行
為

す

べ
き

「自

体

」
、
ま

た
そ

れ

と

の
相

関

に
お

い
て
は

じ
め

て

「
自
己
　

が

「自

己

」

た
る

「
自

体
し

を

見
出

し

て
は

い
な

い

の
で
あ

り
、

そ

の
限
り

、

こ

の

「
事

そ

の
も

の
」

に
お

け

る

「
わ

れ

わ
れ
」

性

は

、
「
自

己
」
性

を
欠

い
た
荘
漠

た
る
相
互
性

と

し

て
完

全

に
宙

に
浮

い

て

い
る

と
言
わ

ね

ば
な

ら
な

い
。



さ
ら

に
、

こ
の
　

事

そ

の
も

の
」

に
よ

っ
て
導

か

れ
る

「
直

接
的

精
神

篇
、
あ

る

い
は

「共
同

存

在
　

た

る

「
人

倫

し

に
関
し

。

●

織

。
●

て
言

え
ば

、
成

員

の

「
根
源

的

に
限
定

さ

れ
た
自

然

」
が

そ

の
ま
ま

「
人
倫

的

な
使
命
　

」

と

な
り

、
彼

、

あ

る

い
は
彼

女
が

行
為

⑬

。

。

に
お

い
て

い
か

な

る
掟

に
従

う

べ
き

か
は

「
既

に
決

っ
て

い
る

こ
と
し

な

の

で
あ

る
。
彼

ら

が

「絶

対

的
実
体

の
盃

を

飲

み
ほ

し
」
、
自

ら

の

「
自

⑱

己

篇
た

る

「
対
自
存

在

を

忘
却

し

て
し
ま

っ
て

い
る

」

限

り

、
「自

己
し

は
彼

ら

の

「
自
体

し
的
自

然

に
完

全

に
埋

没

し

て

い
る
と
言

わ

ね

ば
な

ら

な

い
。

の

た

し

か

に
、
青

年

期

の

「
生
命

」
と

同

じ
く

、

こ

こ
で

の

「
人
倫

」

も
美

し

い
共
同
体

で
は
あ

ろ
う

。
各

人

は

「自

ら

の
行

為

の
根

底

に
、
全

み

　

の
　

を

体

に
対
す

る
確

か

な
信
頼

」

を
持

ち

、

こ
の
全

体
的

人
倫

が

「
全

て
の
者

の
為

す

こ
と

の
出

発
点

篇

で
あ

っ
て
み
れ
ば

、

彼
ら

は

行
為

に
際

し

て　

決

断

も
跨
躇

も

な

く
、

こ
の
善
悪

の
彼

岸

に
立

つ
母

な

る
人
倫

に
身

を

委

ね

て
お
れ

ば

よ
く

、
そ

し

て
そ

う
す

る

こ
と
が

そ

の
ま

ま
他
者

と

の
共

　同

の
う

ち

に
あ

る
こ

と

で
あ
り

、
他
者

と

の
純

粋

な
連
続

性

の
う

ち

に
あ

る

こ
と

に
な

る
か

ら

で
あ

る
。

し
か

し
、

既

に
前

節

で
兇

た
如

く
、

か

　

さ

か

る

「
人
倫

」

は

あ
く

ま

で

「
人
倫

的
実

体
　

た

る

に
と

ど
ま

り

、
「
知

」

の
否

定
性

に
貫

か

れ

、
「
自

己
」

性

を
具

え

た
実

ゆ

　

体
、

す

な
わ

ち
主

体

で
は

あ
り

え
な

い
。

そ
れ

は

、

い
ま

見

た

知
く

、
自

己
意

識

の
行
為

の
場

面

に
お
よ

そ
否
定

性

が
欠

落

し

て

い
た
か

ら

で
あ

り

、
さ

ら

に

「
人

倫
」

が

善
悪

の
彼

岸

に
お

け
る
倫

理
性

と

さ

れ
た
時

に
、
自

己
意

識

の

「
自
己

」
を

、

そ
れ

と

の
相
関

に
お

い
て

「
自

己
」

た

ら

し

み

る

門自

体

し
は
全

く

お
お

わ
れ

て
し

ま

っ
て

い
た

か
ら

で
あ

る
。

か
く

て
、
「
人
倫

し

は

「
自

己
」
を
露

わ

な
ら

し

め
る

「行

為
　

を

契
機

と

し

て
没

落

し

、
「自

己
疎

外

的
精

神
」

た

る

「
教
養

し
を

経

て
、
「
精
神

」

は

「
道
徳
性

」

に
お

い
て

そ
の

「
自
己

」

へ
と

た
ち

帰

る
。

二

さ

て

、
「
道

徳
性

」

に
お

い
て
は

、
自
己

意
識

に
と

っ
て
の
行
為

の
意
味
も

、
ま

た
行

為

に
お

い
て
露

わ

に
な

る

「
自

己
」

も

、
そ

の

「
自

己
」

に
と

っ
て

の

「自

体

」
の
意
味

も

先
行

形
態

と

は
根

本
的

に
違

っ
た
意
味

を
も

つ
こ
と

に
な

る
。
『
法
哲

学

』
の

「
道
徳
性

」

の
章

で
は

、
行
為

の

概
念

は
次

の
如
く

規
定

さ

れ

て

い
る
。

「
主

体
的
　

な

、
す

な
わ

ち
道
徳

的

な
意

志

と
し

て

の
意

志

の
外

化

が
行
為

で
あ

る
。
行

為

は
次

の
三

つ
の
規

定
を

も

つ
。

つ
ま

り

の

　

や

の

ω

そ

の
外

化

に
お

い
て
私

の
行

為

と
し

て
私

に
よ

っ
て
知
ら

れ

る
、

と

い
う

こ
と

、
　

》

と
し

て

の
概
念

(
ヘ
ー
ゲ

ル
は

こ
れ

を

「
臼
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体

的

に
あ

る
も

の
し

と
呼

ぶ
〉

へ
の
本

質
的

関
係

で
あ

る
、

と

い
う

こ
と

、
　

他
者

の
意

志

へ
の
本

質
的

関
係

で
あ

る
、

と

い
う

こ
と

。㍊

こ
の
規

定

は

『精

神

現
象

学
』

に
お
け

る

「道

徳
性

」

の
章

で
の

「
行
為

」

に

つ
い
て
も
妥

当
す

る

。

こ
こ

で
、
行

為

に
お

け

る

「
自
己
」

は

先

の

「
為

す

こ
と
福

に
お

い

て
と

は
決

定
的

に
異

り

、
本

質
的

に

《
　

》

と
し

て

の

「
自

体
　

に
関

係

し
、

ま

た
同

じ
く

こ

の

「自

体
」

と

の
関

係

の
う

ち

に
あ

る
他
者

に
関

係

す
る
。

そ

し

て
、

こ

の
行
為

の
構

造

の
う

ち

に

「
自

己
知

」
が

成

り
立

つ
と

さ
れ

る

の

で
あ

る
。

こ

の
際
、

何

よ

り
も

重
要

な

の
は

、
「
自
己

」
自
身

へ
と
た

ち
帰

っ
た

自
己

意
識

に
と

っ
て
、
そ

の

「
自

己
」
を

行
為

に

お

い
て

「
自
己

縁

た
ら

し

め

る

「
自

体

」

が

《
　

》
、

な

い
し

『
精
神

現
象

学

』

で

の
タ
ー

ム

に
従

え

ば

「
純

粋
義
務
　

と

い
う

意
義

を
も

つ
と

い
う

こ
と

で
あ

る
。こ

こ

で

三口
わ

れ

る

「
自
体

」

と
し

て

の

《
　

》
、

あ

る

い
は

「
純

粋

義
務

」

と
は

、
カ

ン
ト
の
言
葉

で
言

え
ば

「
道

徳

法
則
」

と
言

い
換

の

　

　

　

　

サ

の

　

え
る

こ
と

が

で
き

る
。

カ

ン
ト

の
道
徳

法
則

と

は
、
　昂
う

ま

で
も

な
く

、
意

志

の
主
観

的

原
理

た

る
格
率

が
同

時
.に

「
普
遍

的

立
法

し

の
原

理
た

の

の

の

の

む

　

　

の

　

　

の

る

べ
き

こ
と
を

命
ず

る
も

の

で
あ
り
、

端
的

に
言
え

ば
、

格
率

に
よ

る
普
遍

的

立
法

を
命
ず

る
も

の

で
あ
る
。

い
わ
ば

こ
の
普

遍

へ
の

端
的

な
命

　令
　

)

が
直

接

に
行
為

主

体

の
意
志

に
さ
し
む

け

ら
れ

て

い
る

と

い
う

そ

の

一
点

に
お

い
て
、
主

体

の
道
徳

性

が
成

り

立

つ
の

で
あ

り
、

そ

の

「
自

己
」

が
戒

り

立

つ
の
で
あ

る
。

さ
ら

に
、
知

と

い
う
側
面

か

ら
言
え

ば

、
あ

く

ま

で

「
わ

た
く

し

に
と

っ
て
」

と

い
う
制

約
を

ま

ぬ
が

れ

ぬ
格

率

と
、

普
遍

的
立

法

と

の
、

こ

の
命

令

(
　

)
を

介

し
た
相

関

そ

の
も

の

の
う
ち

に
自

ら
を

開
き

、

こ

の

「普

遍

へ
の
命
令

篇

が
端

的

に

、
す

な

わ
ち

自
ら

の
そ

の

つ
ど

の
思

い
や
表
象

に
よ

っ
て
は
決

し

て
動

か
し

え

な
い
仕
方

で

、
「自

体
」
的

に
己
れ

に
さ
し
む

け

ら

れ

て

い
る

こ
と
を

知

る
と

い
う
、
ま

さ

に
そ

の

一
点

に
お

い

て
行
為
者

の

「自

己
し

は
支

え
ら
れ

る
の

で
あ
り

、

こ

こ
に

こ
そ

「自

己

知
し

の
可
能
性

が
求

め
ら

れ
ね
ば

な

ら

な

い
の

で
あ

る
。

カ

ン
ト
が

そ

の
道

徳

論

で
問

い

つ
づ
け

た

の
は

、
か

か

る

「
自

己
」

と

「
自

体
」

と

の
、
知

の
場

面

で
の
相

関

の
構

造

そ

の
も

の

で
あ

っ
た
と
言
え

よ
う

。

そ
し

て
、

ま
さ

に
こ

の
意

味

で

の
道
徳

性

に
お

け

る

「自

己
知

」

こ
そ

、

ヘ
ー

ゲ

ル
が

『
精
神

現

象

学
』

に
お

い
て
共

同
性

の
可
能

性
を

模
索

し

つ

つ
も

、

な

お
も
直

面

せ
ざ

る
を

え

な
か

っ
た

問
題

な

の

で
あ
る
。

三

さ

て
、
「
道
徳
性

」

に
お

い

て

「
自
己

」
自

身

へ
と

た
ち

帰

っ
た
自

己
意

識

は

「
自
己

自
身

を

確
信

し

て

い
る
精
神
　



　
と
言

わ
れ

る
如
く

、
「
自
己
　

が
　

自

己
　

で
あ

る
確

実

性
　

を
自

ら

の
知

の
う

ち
に
見
出

す

.
こ

こ

で
の
事
態

は

次

の

如
く
特

徴

づ

け
ら

れ

る
。

　

の

　

の

「自
己
意
識
は
、
自
ら
が
己
れ
の
実
体
の
う
ち
に
直
接
に
現
在
し
て
い
る
こ
と
を
自
覚
し
て
い
る
。
何
故
な
ら
、
実
体
は
自
己
意
識
の
知
で
あ

り
、
直
観
さ
れ
た
純
粋
な
自
己
自
身
の
確
信

・
確
実
性
　

だ
か
ら
で
あ
る
。
自
己
意
識
そ

の

の

の

れ
自
身
の
現
実
性
で
あ
る
こ
の
直
接
性
こ
そ
、
現
実
性
の
す
べ
て
で
あ
る
。
…
…
こ
の
直
接
性
は
、
絶
対
的
否
定
性
に
よ
っ
て
純
化
さ
れ
た
直
接

ほ

　

性
　

で

あ

り

、

あ

る

と

い

う

こ

と

の

す

べ

て

な

の

で

あ

る

。

…

み

　

の

の

り

　や

…
か
く

て
、
自

己
意

識

の
知

る
意

志
　

の
の
う
ち

に
対

象
性

、
世

界

の

す

べ
て
が

ひ
き
も

ど

さ
れ

て

い
る
3

注

意
す

べ
き

は

、

こ

こ
で

の
事

態

が
、

い
わ

ゆ

る
客

観

的
世

界

か
ら

、

な

に
か
主
観

的

内
面

性

と

い

っ
た
と

こ
ろ

へ
と

ひ
き

こ
も

る

こ
と

と

し

て
考

え
ら

れ

て
は

な
ら

な

い
と

い
う

こ
と

で
あ

る
。
自

己
意
識

に
と

っ
て
、
「
人
倫

し
以
降

展

開

さ
れ

て
き

た
対

象
的

現
実

は

「自

己

知
」

の
否
定

性

に
よ

っ
て
純

化

さ
れ

、
保
持

さ

れ

て
お
り

、
そ
し

て

こ
の

「
自

己
知

」
は

、
「自

体
」

と
し

て

の
純

粋

義
務

が
直

接

に

「
自
己

」

に
現

在

し
、
ま

た

「自

己

篇
が

こ
の

「
自
体

し

に
直
接

に
現
在

す

る

こ
と

に
お

い
て
成

立

し

て

い
る
。

こ

の

「
自

己
知
　

の
直
接

性

、
そ

の
直
接

的

確

実
性

こ
そ
、

「
道

徳
性

」

に
お

け

る
自
己

意
識

の
本

質

で
あ

り

、

こ
の
直
接

性

に
も

と

つ

い

て
行

為

す

る
自
己
意

識

が

「良

心
　

」

で
あ

る
。

だ

が

し
か

し
、

問
題

の
困

難

さ
は

ま
さ

し
く

こ
こ

に
存

す

る
。

す
な

わ

ち
、

お
よ

そ
行

為

に

お

い
て

「
自

己
知

し

の
直
接

性

、

そ

の
直
接

的
確

実

性

と

は

い

っ
た

い
何

を
意

味

し
う

る
か

。
純

粋
義

務

と
し

て

の

「自

体
」

が

直
接

に

「
自

己
」

に
現
在

し

、
「
自
己

」

が
直
接

に

こ
の

「
自
体

」

に
現

在
す

る

、
と
言

わ

れ

る
時

、
「自

体

し
は

確
信

さ

れ
た

「自

己

」
に
な

に
か

直
接

に
そ

の
ま
ま

転
換

し

て
し
ま

う

の

か
。
そ

し

て
確

信

さ
れ
た

「自

己
」

は

、
直
接

に
そ

の
ま

ま

「
自
体

」
な

の
で
あ

る
か

。

へ
ー

ゲ

ル
は
言

う
。

む

の

の

の

の

「
自
己

と
自

体

と

の
区

別
は

、

い
か
な

る
区

別

で
も

な

い
こ
と

が
明

ら

か

に
な
り

、

そ
れ

ら
は

純
粋

否
定
性

の
う

ち

へ
合

流

し

、
そ

し

て

こ
の

み

　

の

ゆ
ゆ

純

粋

否
定

性

こ
そ

が
ま

さ

に
良

心

の
自
己

な

の

で
あ

る
。」

こ
こ

で
問

題
は

決
定

的

に
困
難

な

と

こ
ろ

に
さ

し
か

か

る
の

で
あ

る
、



た
し

か

に
、
良

心

の

「
自

己
知

」
は
自

ら

の

「自

体
」

と

の
相
関

の
う
ち

で
成

立

す
る

の

で
あ
り

、
或

る
意
味

で
は
、
「
自

己
」

と

「
自

体
」

の

区

別

は

い
か
な

る
区

別

で
も

な

い
の

で
あ
ろ

う
。

だ
が

、

こ

の
よ
う

に
語

り

う

る
と

し

て
も

、

そ
れ

は
あ

く
ま

で

「
知
」

と

い
う

根

源
的

な
場

へ

　

　

の
問

い

に
踏

み
と
ど

ま

る
限

り

で
の

こ
と

で
あ

ろ
う
。

と

こ

ろ
が
、

こ
の

「
知
」

こ
そ

「自

己
」

と

「
自

体
」

と

の
、
ま

さ

に
そ

の
相
関

の
構

造

を

も

っ
て
成

立

す

る

の
で
は

な

い
か
。

こ
の

「知

」

は
区

別
を

お

よ
そ
無

に
帰

し
た

「
直
接

態
」

で
は
決

し

て
な

い

の
で
あ

る
。

そ

う

で
あ
れ

ば

、

「
自
己

」

と

「
自
体

」

が
、

い
か

な

る
区
別

で
も

な

い
も

の

と
し

て
そ

こ

へ
と
合

流

す
る

、
純

粋
否

定
性

と

し

て
の
良

心
　

壁

の

「
自

己

」

に
お

い
て
、
「
知
　

は

い
か
な

る
仕
方

で
自
ら

を
支

え

う

る

の
で
あ

ろ
う

か
。

　

　

　

　

四

良

心
は

「
自

ら
が

直
接

的
ぼ

絶
対

的

真
理

で
あ

り
、
存

在

で
あ

る

こ
と
を
確

信

し

て

い
る
　

精

神
」

で
あ
り

、

こ

の
確

信

の
直
接
性

の

ハリ

ロ

ゆ

　ゆ

う
ち

で
良

心

は

「具

体

的

な
、正
義

を
知

り

、
か

つ
行

う
」

の
で
あ

る
。
良

心
は

「
実

存
的

決
断

の
瞬

間

」
と
も

言

う

べ
き

こ

の
直
接

性

の
う

ち

に

「
自

己
」

の
確

実
性

を

見
出

し

た

の
で
あ

る
。

つ

「良

心
は

、
何

が

正
　

で
あ

り

、
義
務

で
あ
る

か
を

、
自

ら

の
う

ち

で
、
自

ら
自

身

に
も

と
つ

い
て
　

知
　

　

　

解
、

ま

た
そ

の
よ

う

な
仕
方

で
自

ら

が
善

で
あ
る

と
知

る
以
外

の
も

の
を

決
し

て
承

認

せ
ず

、
同
時

に
自
ら

が

そ

の
よ
う

な
仕

方

で
知

り

、
意
志

鋤

　

　

く

す

る
も

の
が

真

に
正

で
あ

り

、
義
務

で
あ
る

こ
と

を
主
張

す

る

の

で
あ
る

。」

こ

こ
に
現

わ
れ

て

い
る
の

は
、
ま

さ

に
道
徳

性

そ

の
も

の

の
表

現

で
あ

る
。

良

心
は

、
も

し

「
自
体

」

た

る
義

務

が

「
自
己

」

の
知

を
具

え

て

　

　

の

お
ら

ず

、
な

に
か
疎

遠
な

限
定

的
内
容

を
も

っ
て

(例

え
ば

ポ

リ

ス
の
掟

の
如

き
も

の
と
し
で

)

命
ぜ

ら

れ

る
の

で
あ

れ
ば

、
か

か

る
命

令
を
決

し

て

「
自
体

」
と

見

な
す

こ
と

は
な

い
。
良

心

は
あ
く

ま

で

「
自
己

自

身

に
も

と
つ

い
て
」
決

断

し
、
行

為

す
る

「自

己
」
の
主

体
性
　

で

あ
り

、
「
自
体

」

が
直
接

に

「自

己
」

に
現
在

す

る

こ
と
を

知

る
、
そ

の

「知

」

に
お

い

て
は
じ

め

て
自

ら

の
確

実
性

、
す

な
わ

ち
、

自
ら

が
自

　

　

　

ら

で

み
ひ

こ
と

を
証

し

せ
ん

と
す

る
。

カ

ン
ト

の
言
葉

で
言

え

ば
、

道
徳

性

の
本

質

は
、
ま

さ

に

「道

徳

法
則

が
直

接

に
意

志
を
規

定

す

る

こ
と

の

へ

　

に
あ

る
H

の

で
あ
り

、

か
か

る
仕
方

で
法
則

の
命

令

が
端

的

に
そ

の
意
志

に
さ

し
む

け
ら

れ

て

い
る

こ
と

を
知

る

限
り

で

、
「自

己
」

は

「自

己
」

た
り

う
る

か
ら

で
あ
る
。



の

の

「良

心

と

は
、

主
体

的
　

な

知

と
、
即

か

つ
対
自

的

に
あ

る
も

の

(
ヘ
ー

ゲ

ル
は
そ

れ
を

、
真

実

に
善

な

る
も

の
と

呼

ぶ
〉

と

の

一

㈱

性
　

な

の

で
あ

る
。
」

だ

が

し
か

し

、

こ
の

一
性

の
何

た
る

か

こ
そ
が

問
題

な

の

で
あ
る

。
何

故

な
ら

、

こ

こ
で
生

じ

て

い
る
事

態

は
完

全

に

ア
イ

ロ
エ
カ

ル
な
も

の

で
あ

る
と
.召

わ
ね

ば

な

ら
な

い
か
ら

で
あ

る
。

と

い
う

の
も

、
良

心

は
そ

の

「
自

己

」
が

「自

己
」

た

る

こ
と
を

、

そ

の
知

の
直

接

的

確

実

性

　
の
う

ち

に
も

つ
か

に
見

え
る

が
、

し

か
し

こ

の
確

実

性

が
栄

な

る
無
媒

介

の
確

信
　

以
外

　

の
も

の

で

あ

る

こ
と
を

、
ま

た

「
知

に

お
け

る
感

盤

的

確

信

『

以
外

の
も

の

で
あ

る

こ
と

を

、

い

っ
た

い
何

が
保

証

し
う

る

の
か

。
「
自

体

」
と

「
自

己

」

と
を
区
別

な
き

も

の
と

し

て
、
自
ら

の
う

ち

に
合

流

さ

せ
た
良

心

の

「
自
己

」
が

、
全

く
自
己

自
身

に
も

と
つ

い
て
直
接

に
行
為

す

る

時

、
行

為

が

そ

れ

に
も

と
つ

く

べ
き

「
自

己

」

と
は

い

っ
た

い
何
を

意
味

し

て
い
る

の
か

。

こ

の
直

接
態

は

「
意
識

を

欠

い
た
自

然

的
存

在

の
偶

む

ヨ

ヨ

く

然

の
あ
り
方

臼

と

い
か

な

る
仕
方

で
区

別

さ
れ

う

る

の
か

。

そ

の
時

、
「手

も

と

に
は
感
性

以
外

の
何
も

の
も
見
出

さ
れ

は

し
な

い
」

の

で
は
な

い

か
。

お

よ
そ
良

心

と

は
、
「
精
神

し

の

「自

己

知
」

と

し

て
の
道
徳

性

の
最
高
度

の
表
現

で
あ
り

、

「自

己
」

を

な

に
か

「
自
体

」
的

自

然

な

る
も

の

ゆ

の

の

の

の

に
売

り
渡

す

こ
と
を

徹
底

的

に
拒
.否
す

る

「
自
己

し

の
最

高
度

の
表

現

で
あ

り

な
が
ら

、

し

か
し
、

全
く

同
時

に
、
意
識

の
最
も

原
初

的
段

階

㈱

で
あ

っ
た

「感

性

的
確

信

が

そ

の
ま

ま
精

神

の
自
体

の
う

ち

に
と
り

入
れ

ら
れ

た
姿

」

で
あ

る

の

で
は
な

い
か
。

五

こ
こ

で
良

心

が
感

性

的
確

信
と

の

ア

ナ

ロ
ジ
…

で
語
ら

れ

る
意
味

は

侮

か
。

こ

の
際
次

の

二
点

が
注
意

さ

れ
ね

ば

な
ら

な

い
。
す

な

わ
ち

、

ω
感

性

的
確

信

に
お

い
て
は

、
感
覚

す

る
も

の

に
と

っ
て
感

覚

さ
れ

た

こ
と

は
、

そ

の
よ
う

に
感

覚

さ
れ

、
私

念
　

さ
れ

る
ま

ま

に

、
そ

か

の

の

に

の
ま

ま

絶
対

の
確

実
性

を

も

ち
、

そ

の
ま

ま

そ

の
よ

う

に
あ
る

、
と

さ
れ

て
い
た

の

で
あ

り
、
次

に
②

こ
の
感

性

的
確

信

と
は

、
感

覚

さ
れ

た

こ

の

む

　

の

の

　

コ

の

と

が
何

で
み

ひ
か
が

問

い
か

け
ら

れ
、

さ
し
.小
さ
れ

、
言

い
表

わ
さ

れ

る
と

い
う

、

こ
と
ば

に
よ

る
吟

味

を
絶

し

た
と

こ

ろ

で
成

立

す

る
確
実
性

ぢ

で
あ

っ
た
惣

そ

れ
は

、
私

念

さ
れ

た
私

の
確

信
と

し

て
、

こ
と

ば

に
よ

る
吟
味

を

絶

し
た
言
い

表

わ
し

え

な

い
も

の
　

ロ

な

の
で
あ

っ
た
　

と

こ
ろ
が

、
「
精
神

」
の

「
自
己

知

」
た

る
良

心

に
お
け

る
直
接

性

と

は
、
ま

さ

に
こ

の
、
こ
と
ば

に
よ

る
吟

味

を
絶

し
た
直

接

性

へ
と
そ

の
ま

ま
転

化

し

て
し
ま

う

の
で

あ
る
。

そ

れ
は

門わ

た
く

し
㎏

の
確

実

幹
∵

確

信

で
は

あ

っ
て
も

、
し

か
し

そ

れ
は
全

く

「
言

い
表

わ



し
え

な

い
も

の
L

で
し

か

な

い
。

「良

心
と

は
純

粋

の
主
観

(体

)
性

の
う
ち

に

あ

っ
て
、
客

観

的

で
な

い
も

の
、
普
遍

的

で
な

い
も

の

、
語

り
え

な

い
も

の
　

㈹

な

の

で
あ

る
。
」

だ

が

、

こ

の
よ

う

に
良

心
が

、

こ
と
ば

に
よ

っ
て
は
決

し

て
語

り

え

ぬ

「
わ

た

く
し
」

の
直
接
性

へ
と

そ

の
ま

ま

転
化

す

る
と

す
れ

ば

、
そ

の

　

　

　

　

コ

コ

　

　

こ
と
は

何
を
意

味

す

る
か

。

そ
れ

は
他

な
ら
ず

、
良

心

が

こ
と
ば

に
よ
る
吟

味

に
対

し

て
完

全

に
自
己

自
身

を

閉
ざ

す
と

い
う

こ
と

で
あ

り
、

さ

ら

に
言

え
ば

、
良

心

は
も

は

や

「
知

」
が

「知

」

た
り

え
な

い
直

接
性

へ
と
そ

の
ま

ま

転
落

す

る
と

い
う

こ
と

で
あ

る
。

何
故

な

ら
、

感
性

的
確

信

に
お

け

る

「私

念
　

」

が
そ
う

で
あ

っ
た
如

く
、
言
語

を

絶

し
た

「わ

た
く

し
」

の
直
接

性

へ
と

閉
塞

す

る

こ
と
は

、
「
知
」

か
ら

は
、

さ
ら

に

「自

己
知

」

か
ら

は
最

も
遠

い
も

の
と
言

わ
ね
ば

な

ら

な

い
か
ら

で
あ

る
。

し

か
も

同
時

に
、

こ
の

「
わ
た

く

し
」

の
直
接

性

は

、
他
者

と

の
共

同
性

か
ら

最
も

遠

い
も

の
と
も
一一・口
わ

ね
ば

な
ら

な

い
。

と

い
う

の
も

、

イ
ポ

リ

ッ
ト
が
指
摘

す

る

よ
う

に

「
語

る

こ
と
を
放

棄

す

る

こ
と
、

も

ろ
も

ろ

の
意
識

の
共

同

を
放

棄
す

る

こ
と

、
あ

る

い
は
ま

た

、
言
語

よ

り
下

位

の
感
情

に
耽

溺

す

る

こ
と
ー

こ
れ
ら

は
全

く

ひ
と

つ
の

こ
と
」

⑳

だ

か
ら

で
あ

る

。

こ

の
時

、
良

心

の

「
自

己
」

は
完

全

に

「肯

定

的
な
も

の

9
　

」

に
転

じ

て
し

ま

っ
て
い
る
。

こ
こ

に

〕
否
定
L

と

い
う

こ
と
が

あ

る

に
し

て
も

、

そ
れ

は

こ
の

「
わ

た
く

し
」

の
、

い
わ
ば

外

に
向

っ
て
し

か
働

か
な

い
。
す

な
わ

ち

、
「
わ
た

く

し
」

に
義
務

で
あ
り

、
善

で
あ

る

　

　

コ

　

　

　

　

と

思
わ

れ

な

い
も

の
は
、

義
務

で
も

善

で
も

な

い
の

で
あ
り

、

そ
れ

に
対

し

て
、
義

務

で
あ

り

、
善

で
あ

る
と

思
わ

れ

る
も

の
は

、

そ

の
限
り

で
、

も

は

や
義
務

で
あ
り

、
善

で

あ
る

か
を
吟
味

さ
れ

、
問

わ
れ

る

こ
と

は
な

い
。

か

く

て
、
否

定
性

そ

の
も

の

で
あ

る
は
ず

の

「
自

己
」

の
否

定
性

が

、

「自

己
」

が

「
自

己
」

に
関
係

す

る

こ
と

と

し

て
の
自

己
否

定
性

た

る

こ
と
を

や

め
る
時

、

「
自
己

」

は

「自

体

」

と

の
不
等

を
失

い
、
す

な

わ

ち

「
自
己

」

の
知

た

る

こ
と
を
失

っ
て
、
「
わ

た
く

し
」

へ
と
閉

塞

し

、
も

は

や

い
か
な
る
他

者

に
対

し

て
も
自

ら

を

開

い

て
は

い
な

い
の

で
あ

る
。

良

心

は
、
既

に
見

た
如
く

、

「
自
己

」

の
最
高

の
主
体
性

で
あ

り
、
道

徳
性

の
最
高

度

の
表

現

で
あ
り

な

が
ら

、
全

く
同

時

に
、

「
自

体
」

と

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

「自

己

」

と

の
相

関

を

「
わ

た
く

し
」

へ
と
解

消

す

る

こ
と

に
よ

っ
て
、

自
己

自
身

を
吟

味

す

る
場
を

失

い
、

思

い
と

し

て
の

「
わ

た
く

し
」

を



境

に
し

て
、
そ

の
う

ち

に
、
「
語

り
え

な

い
も

の
し
と

し

て
完

全

に
閉
塞

し

て
し
ま

う

、
そ

の
ギ

リ
ギ

リ
の

一
点

に
立

っ
て

い
る

の
で
あ

る

。
再

び

カ

ン
ト

の
言

葉

で
言

え
ば

、

こ

の

「
わ

た
く

し
」

と

は
、
「
感
性

的

に
規

定

さ
れ

う
る
我

々

の
自

己
が

、
自

ら

の
格
率

に
よ

っ
て
は
普

遍

的
立

法

に

の

　

　

　

全

く
適

さ
な

い
に
も

か
か

わ
ら

ず

、
そ

れ

で
も
な

お

か
か

る
自
己

が

我

々

の
全

き
自

己
　

を
為

し

て

い
る
か

の
如

く

自
ら

を
根

源

講

的

た
ら

し

め
、

か

つ
無
制

約
的

実
践

原

理
た

ら

し
め
ん

と

す

る
『

と
言

わ
れ

る
時

の

「
自
己

」

で
あ

り
、

か

か
る

「
自
己

」

は

、

へ
ー

ゲ

ル
の
言

㈱

葉

で
言

え
ば

、

そ
れ

自
身

「絶

対

の
非
連

続
」

た
る

「悪
　

」

な

の

で
あ

る
。

ヘ
ー
ゲ

ル
は
書

っ
て

い
る
。

「
良

心

と
は
　

と

し

て
、
ま

さ

し
く
悪

へ
と
急

転

せ
ん

と
し

て

い
る
と

こ
ろ

の
も

の
で
あ

る
。

自
独

的

に
　

　

の

の

　

存

在

し
、
自

独

的

に
知

り
、
自

独

的

に
決

心
す

る

こ
の
自

己
自
身

の
確

信

・
確

実

性

に
、

道
徳
性

(知
)

と
悪

(非

知

)

と

い
う
両
者

が
そ

れ
ら

㈹

の
共

通

の
根
を

も

っ
て

い
る
の

で
あ

る
。
」

か

く
し

て

、
「精

神
」

の

「自

己

知
」
と
し

て
、
良

心
は

そ

の
真
理

を
自

ら

の
直

接
的

確
信

・
確

実
性

の
う

ち

に
持

つ
が
、
し

か

し
そ

う

で
あ

る

ロ

ロ

　

の

　

こ
と

に

お

い
て
、

そ
れ

は

そ

の
ま

ま
全

く

の
非

真
理

(開

け

な
き
姿

)

の

う
ち

に
あ

り
、

最
高

の
道

徳
性

は
、

そ

の
ま

ま

最
大

の
劣

悪

で
あ
り

、

「
知
」

は
そ

の
ま

ま

「
知

篇
の
解

体

で
あ

る
。

こ
れ

こ
そ
、

門自

己
知

し
の
場

面

で

の
　

自

体
　

と

門
自

己
篇

と

の
相
関

た

る

「
精
神

し

が

そ

の
絶

ω

頂

に
登

り

つ
め
た
時

に
見
出

す

、
良

心

に
お

け

る
最
大

の

イ

ロ
ニ
ー

で

あ

り
、
絶
頂

に
登
り

つ
め
た

「自

己
」
、
す

な

わ
ち

「自

体

」

を

己
れ

の
う

ち

に
飲

み
込
ま

ん

と
す

る

と

こ
ろ
ま

で
そ

の
否

定
性

を
完

遂

し
た

門自

己
し

の
真
相

な

の

で
あ

る
。

N

さ

て
、

「
道
徳

性

㍊

と

門共

同
性

し

の

、

「自
己

知
　

を

め
ぐ

る

以
上

の
考
察

か
ら

何
が

明
ら

か

に
な

っ
た

の

で
あ

ろ
う

か
。

考
察

の
結
果

は
全

く

否
定

的

で
あ

る
よ
う

に
見

え

る
。

自
己

意

識
相

互

の
共
同

性

と

し

て
構

想

さ
れ

た

「
精
神
　

は

「
道
徳
性

し

の
境

位

に
お

い
て

讐
自
己

知
　

の
否

定
性

に
よ

っ
て
貫

か

れ

、
実
体



と
し

て
の

「精

神
　

は

そ
れ

自

身

に
否

定

性

を
具

え
た

主

体

と
な

ら
ね

ば

な
ら

な
か

っ
た

。

し
か

し
、
　
精

神

」

の

「
自

己

し
が

、
そ

れ
ま

で
の

「自

体
」

的

現
実

を

「
絶

対
的

否
定

性

に
よ

っ
て
純
化

さ

れ
た

直
接
性

」

と
為

し

、
さ

ら

に
純
粋

義
務

と

し

て
の

「
自
体

」

を
も

「自

己
」

の
う

ち

へ
合
流

さ

せ
、
そ

の
否

定
性

を
完

遂
せ
ん

と
す

る
時

、
「自

己

し
は
、
自

ら

の

「
自
体

」
性

を
完

全

に
喪

失

し

て
し
ま

う

の
で
あ

っ
た

。
知

は
、

そ

の
ま

ま
非

知

で
あ
り

、
自

ら

の
否

定

性

に
よ

っ
て
実

体
的

共

同

性

を

「
自
己

」

化
し

、
「
自
己

」
的

な
共

同
性

へ
と
歩

み
入

る
は
ず

で
あ

っ
た

「自

己
し

は
、
そ

の
ま
ま

、

お
よ

そ

い
か

な

る
他
者

に
対

し

て
も

自

ら
を

開
く

こ
と

の
な

い
直
接
性

へ
の
閉

塞

で
あ

る
。

こ
こ

に
お

い
て
、
「
自
己

知
し

の
可
能
性

も

、

他
者

と

の

「共

同
」

の
可
能
性

も

、

と
も

に
同
時

に
完

全

に
絶

た
れ

た
か

に
見

え
る

。

だ

が

し

か
し

、
か

か
る
良

心

の
真
相

を

露
呈

し

た

「
道
徳

性
偏

の
最
後

の

～
節

で
、

ヘ
ー
ゲ

ル
は
次

の
様

に
語

る
。

　

ほ

の

の

の

「
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

で
あ

る
。
し

だ

が

、
そ
う

で
あ
る

と
す

る
な

ら

、
「道

徳
性

」
と

い
う

「精

神
」

の
最
高

の
境
位

と

は
、
他

な
ら

ぬ
そ

の

「
精
神

」

の

「自

己

知
」

が

、
そ

れ

と

は
正

反
対

の
も

の
を
そ

れ
自

身

に

ひ
き
う

け

つ
つ
、
い
わ
ば

そ
れ

ら
の
無

差

別
相

た

る

「
絶
頂

」
と

い
う
ま

さ

に
そ

の

一
点

に

お

い
て
、
「
知
」

と

し

て
成
立

し

う

る
境
位

だ

と

い
う

こ
と
な

の
か

。
-…
ー

し
か

し
、
ま

た

そ
の

こ
と

は
、

「精

神
」

の

「自

己
知

」
が

、
い
ま
語

ら

れ

た
如

く

「自

己
自

身

と

の
対
立

と

交
替

」
に
他

な
ら

ぬ
と

い
う
、
そ

の
自
ら

の
真
相

を

、
「
精
神

し
自
身

に
と

っ
て
見

え

し
め

る
よ

う
な

境
位

が

、
か
か

る

「
自

己
」

の
真
相

を
照

ら

し
出

す
新

た

な
境
位

と

し

て
ほ

の
暗
く

見

え
は

じ

め

て
い

る
こ

と
を
告

げ

て

い
る
。
比

喩

的

に
語

れ
ば

、

こ
の
境

位

か
ら

の
、

の

サ

　

一
に
し

て
岡

一
な

る

光

の
も

と

で
は
じ

め

て
、
良

心

は
か

か
る

「
自
己

し

の
真

相

を

「自

己

」

の
真
相

と

し

て
見

出

す

こ
と

が

で
き

る
。

か
か

る

「自

己

」

の
真
相

が

そ

の
も

の
と

し

て
見
定

め
ら

れ

ぬ
限

り
、

な

に
か
自

然

・
本
性

と

い

っ
た
概

念

に
も

と
つ

い
て
、
善

悪

の
彼

岸

に
立

つ
共
同

盤

を

構

想

し

て
も

、

そ

れ
は
決

し

て

「
自

己
」

化

さ
れ

る

こ
と

は
な

い
。

か
か

る
真

相

に
あ

る

「
自

己

」
を

と

び
越

し
た

仕

方

で
は

、
決

し

て

「知

」

の
可
能
性

も

、
「
自

己
」
性

を
具

え

た
共

同

の
可
能
性

も

語
り

え

な

い
の

で
あ
り

、
そ

う
し

た
と

び
越

え
は

『精

神

現
象

学
』

の
課

題
そ

の

も

の

の
放
棄

で
し
か

な

い

で
あ
ろ

う
。

へ
ー
ゲ

ル
が

『精

神

現
象

学
』

に
お

い

て
、
「
自
己
知
」
と

し

て
の
道

徳
性

の
周
題

に
直

面

せ
ざ

る
を

え

な



か

っ
た
、
と

は
じ

め

に
述

べ
た

の
は

、
ま

さ

し
く

こ

の
意
味

に
お

い
て

で
あ

っ
た
。

みぱ

　

　

イ

ロ

ニ
ー

と
し

て

の
良

心

は

、
再

び

「
不
幸

な
意
識

」

な

の

で
あ

る
。
後

に
こ

の
不
幸

な
意

識

は
、

「
絶

対
知
」

の
直
前

の
章

で
、

「
全

て

の
実

　

の

　

　

在

が
自

己
確

信

の
う
ち

へ
と
喪

失

さ

れ

て
お
り

、

そ
れ
と

全

く
同
時

に
自
ら

の
知
が
喪

失

さ

れ

て

い
る

こ
と

を
意

識

し
、

す
な

わ

ち
実

体

の
喪

失

●
●

ω

と
全

く
同

じ
く

自
己

の
喪

失

を
意

識

し

て

い
る
」

と

い
う
、
自

己
確

信

の

「
悲
劇

的

運
命

」
と
し

て
語

ら
れ

る
。

し
か

し
、

「精

神
」

が

し
ん

じ

つ

「
精
神

」

た
り

う

る
地

平
が

拡

か
れ

る
途

上

に
あ

っ
て
、

こ
の
悲
劇

的

運
命

を

と

び
越
す

こ
と
は
決

し

て
許

さ
れ

な

い

の
で
あ

る
。

こ
の

と
び
越

え
を

お
か

す
時

、
「
自

己

知
」

へ
の
問

い
と

、
「
共
同

」

へ
の
問

い
の

う
ち

で
露

わ

に
な

る

べ
き

「
精
神

」

の
問

題
性

す
な

わ
ち

、
実

体

で
あ

る

と

同

時

に
主

体

で
あ

る

「
精
神

」

の
問

題
性

は
全

く

お
お

わ
れ

る

こ
と

に
な

る

で
あ

ろ
う

。

へ
ー
ゲ

ル
は
言

っ
て

い
る
。

㈲

「
不
幸

な
意

識

の
、

こ

の
全

て
に
浸

透

し
た
苦

し

み
と

憧
憬

は

、
精

神
が

産
ま

れ

る
時

の
共

通

の
陣
痛

な

の

で
あ

る
。」

自
ら

を

直
接

に
普

遍
態

と

し

て
確

信

す

る

こ
と
が

そ

の
ま
ま

絶
対

の
悪

た
る
非

連
続

(
「
わ

た
く

し
」
)

へ
と

閉
塞

す

る

こ
と

で
あ

り
、
自

ら

の

真

理
を

自

ら

の
う

ち

に
持

つ
や
否

や

、
そ
れ

が

そ

の
ま
ま

単

な
る
確

信

・
思

わ

れ

へ
と
転

化

し

て
し
ま

う
、

こ

の
良

心

の
イ

ロ
ニ
ー

の
う
ち

に
あ

　

　

　

っ
て
、
な

お
も

「自

己
知

」

の

エ
レ
メ

ン
ト
を
求

め
る

こ
と
が

、
同

時

に
、

自

・
他

の

「
自
己

」
的

な

る
共
同

の

エ
レ

メ

ン
ト
を
求

め

る

こ
と

で

　

　

な

け

れ
ば

な
ら

な

い

(
「悪

の
告

白

と
そ

の
赦

し
」

と

い
う

語

り

の
デ
ィ

ア

レ
ク

テ
ィ
ー

ク
を

見
よ

)。
そ
れ
自

身

に
お

い

て
全
く

の
二

重

性

で
あ

る

「自

己

」
を

、
そ
れ

で
も

な
お

、

い
な

そ
う

で
あ

れ
ば

こ
そ
、
「
一
」

な

る

エ
レ

メ
ン
ト

へ
も

た
ら

さ
ん

と
す

る
思

惟

が
、

同
時

に
、
自

・
他
が

㈹

同

一
な

る
共

同

の

エ
レ

メ
ン
ト

へ
と
開

か
れ

る

可
能
性

を

求

め
る
思

惟

な

の

で
あ
る
。

㈲

い
ま

ほ

の
暗

く
見

え

は
じ

め
た

新

た
な

る

エ
レ
メ

ン
ト
、

そ
れ

は

『精

神

現
象

学
』

に
お
け

る

「宗

教

」

の
境
位

、

す
な

わ

ち

「啓

示

宗
教

」

に
お

い

て
そ

の
完

成

に
到

り
、

そ
し

て

直

接

に

「
絶

対

知

」

へ
と

連

っ
て
ゆ
く

「
宗

教

」

の
境

位

で
あ

る
。

こ

の
境

位

に

お

い
て

「
自

己
」

と

「自

体
」

は

い
か
な

る
仕
方

で
相
関

す

る

の
か
。

そ

し

て
、

こ
の

「
知
」

の
場

面

に

お
け

る
相

関
そ

の
も

の

の
う

ち

で
、
自

・
他

の

「自

己
」

的

な

る
共

同
性

は

い
か

な

る
仕
方

で
そ

の
可
能
性

を

見
出

し

う

る
の
か

。

さ
ら

に
、

こ
の
共
同
性

と
知

へ
の
問

い

の
う
ち

で
、

何
故

に

「
啓

示
　

　」

と

い
う

こ
と
が

語
ら

れ

ね
ば

な
ら

な

か

っ
た

の
か
。

し

か
し

、

こ
れ
ら

の
問
題

は
稿

を
新

た

に
展

開
さ

れ
ね

ば

な
ら

な

い
。



註

(引
用
略

号
)

②

『
精
神
現
象
学
』
の
叙
述

は
ひ
と
え

に

「知

の
生
成

(
　

)
」

の
叙
述
で
あ
り
、
「そ

の
目
標

は
、
知
と
は
何
で
あ

る
か
を
精
神
が
洞
察
す
る

こ
と

で
あ
る

(
　

」

　
。

.

　
を
参
照
。

イ
ポ

リ

ッ
ト
は
そ
こ
で

『精
神
現
象
学
』

の
二
重

の
課
題

に
つ
い
て
述

べ
て
い
る
。

㈹

加
藤
尚
武

「共
同
存
在

の
倫
理
性

」

(『
実
存

主
義
』
　

)

　
G
　

へ
ー
ゲ

ル
の
実
体
ー
主
体
論

に
お

い
て
、
こ
の

「自
己
自
身

の
知
」
あ
る

い
は

「自
己
確

信
」

が
、
実
体
を
主
体
化
す

る
根
源
的
な

　

　

　

　

　

コ

　

　

　

力
と
な

っ
て
い
る
こ
と
は
充
分
注
意
さ
れ
ね
ば
な
ら
な

い
　

そ

こ
で
は
、
「
実
体
の
秘
密
を
あ
ば
い
て
実
体
を
主
体
に
し
た
夜
」
こ
そ
、
こ

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

の

「
自
己
確
信
」

に
他
な
ら
ぬ
と
さ
れ
、
さ
ら

に
、
「自
然
と
自
ら
の
直
接
的
定
在
と
か
ら
自
由
に
な

っ
た
姿

で
人
倫
的
精
神
が
よ

み
が
え
る
」
の
も

、
こ

の

「
自
己
自
身
を
純
粋
に
確

信
す

る
夜
」

か
ら

で
あ
る
と
語
ら
れ

る
。
さ
ら
に
　

を
も
参
照
。
お
よ
そ

『精
神
現
象
学
』
に
お
い
て

「
道
徳
性
」

の
章
は
、
「精
神
」
そ
の
も

の
の
成
立
に
関
し
て
極
め

て
重
要
な
位
置
を
占
め
る
。
す
な
わ
ち
、

『精
神
現
象
学
』
の
終
局
た
る

「
絶
対
知
」
の
章

で
、

「道

コ

徳
性

」、
特

に

「良

心

」

(
「自

己

」

性

の
側

面

)
が

、
「宗

教
」

(
「自

体

」
性

の
側

面

)

と
と

も

に
回
顧

的

に
再

論

さ

れ

、

そ
れ

ら

は

と
も

に

「
絶

対

知

」

の

成

立

の
両

契

機

と

し

て

語
ら

れ
る

こ
と

に

な

る

の

で
あ

る
　

　

　

　

　

る

ω

「事

そ

の
も

の
　

」

と
言

わ

れ

る
時

、
問
わ

れ

る

べ
き

は

、

「事

」
的

な

も

の

が

い

か

に
し

て

そ

の

「
そ

の
も

の
」
性

、
す

な

わ

ち

「自

己

Phan, ......... 
H

egel, 
Phanom

enologie 
des 

G
eistes. 

Philosophische 
B

ibliothek. 

P. 
R

. .........H
egel, 

G
rundlinien 

der 
Philosophie 

des 
R

echts. 

E
nzy. .........H

egel, 
E

nzyklopadie 
der 

philosophischen 
W

issenschaften.

P. 
R

., §108, 
Z

usatz.

Phan., 
S. 

24.
Phan., 

S. 
19.

( S. 26 
)

Phan.. 
S. 

140.
Phan., 

S. 
138.

H
yppolite, 

J .. G
enese 

et 
structure 

de 
la 

phenom
enologie 

de 
I' E

sprit 
de 

H
egel. P. 311

H
egel, 

D
ifferenz 

des 
Fichteschen 

and 
Schellingschen 

System
s 

der 
Philosophie, 

W
erke. 

II, 
Suhrkam

p. 
S. 

24.

(S.551.f.f.)

Sache 
selbst

Phan., 
S. 

315.



　
性

を
獲

得

し

う

る

か

、

と

い
う

こ
と

で

あ

る
。
言
い

換

え

れ
ば

、

い
か

な

る
仕

方

で
、

「主

語

(体

)」
た
り

う

る

か

、
と

い
う

こ

と

で
あ

る

。
こ

の
点

に
関

し

て
　

を
参

照

。

そ

こ

で
は

、

「事

そ

の
も

の
」

は
良

心

に
到

っ
て
は

じ

め

て
主

語

(体

)

た

り
う

る
、
と

語

ら

れ

て

い
る
。

し

か

し
、

へ
ー
ゲ

ル
自
身

に
も

、
こ

の
　

に
関

し

て
叙
述

の

混
乱

が

あ

る

(例

え

ば
　

)。
こ

れ

は

、
『
精
神

現
象

学

』

そ

の
も

の
の
成

立

史

に
か

か

わ

る
も

の
と

.吾
え

る

か

も

し
れ

な

い
。

　
'

コ

　

　

　

　

　

　

　
尚

、
「事

そ
の
も

の
」
の
概
念
が
現
わ
れ
る
節

に
は

「精
神
的
な
動
物

の
国
と
欺
瞞

、
あ
る
い
は
事

そ
の
も

の
」
と

い
う
表

題
が
付

さ
れ

て
い
る
こ
と
に
注
意
。　
　

　
　

避

　
さ
ら

に
、
良
心
と
は

「
そ
の
画
後
的
掛
知
と
い
う
内
な
る
声
」

が
神
的
な
声

で
あ
る
こ
と
を
知

っ
て
い
る

「道
徳
的
天

才
　

　

　

　

　」

で
あ

り

、

ま

た

「実

在
　

」

が
自

ら

の
う

ち

に
現

在

す

る

、

そ

の
直

接

態

を

、

実
在

と
自

己

と

の
統

一

.

一
性

と

し

て
知

っ
て

い
る

よ

う

な

「
生

け

る
自

体
　

」

で
あ

る

、

と
語

ら

れ

る
。

し

か

し

、

こ

の
時

良

心

の

「自

己

」

は

「
最
も

貧

し

い
形

態
」

へ
と
落

ち

込

ん

で

い
る

の
だ

と

へ
ー
ゲ

ル
は
語

る
。

す

な

わ

ち

、

こ

の
良

心

の

「自

己

」

は

「
自

ら

に
実

体

性

を
与

え

る
」

こ
と

が

で
き

な

い

の

で
あ

り

、
言

い
換

え

れ

ば

、

「
自
己

と
自
体

と

い
う

絶
対
的

区
別
に

身
を
委
ね
る
こ

と
」

が

で
き

な

い
の

で
あ

る
。
　
　

　

・　

・

く

　

　
　

岡

「
私

念

」

に

お
け

る

「
こ

の
も

の

9

①ω
窃

」

の
確

実

性

が

「
知
覚

」

に
お

け

る

「普

遍

的

な

も

の
」

へ
と
没

落

し

た

の

は
、

こ
と

ば

に
よ

る

問

い
か

け

と

応

答

の
吟

味

に
よ

っ
て
で

あ

っ
た

。

　

・

　

、
(
『現
代
思
想
』
　

高
橋
允
昭
訳
)　
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.

そ

こ
で

は

、

「悪

の
根

源

に
対

す

る

問

題

は
、

い
か

に
し

て
肯

定

的

な
も

の
の

う
ち

に
否

定

的

な

も

の

が

入

り

込

ん

で
く

る

の
か

、
と

い
う
意

味

を
も

つ
」

と

語

ら

れ

る
。

尚

、
　

も

参

照

。

　
カ

ッ
コ
内

は
筆

者

。

ω

道

徳
性

の

イ

ロ

ニ
ー

に

つ

い
て

は
、
　

を

参

照

。
尚

、
イ

ロ

ニ
ー
は

、

「啓

示

宗

教

」

に
入

る

直
前

の

「喜

劇

」

の
段

階

で
、

「
自

己
確

信
」

に
関

し

て
重
要

な
意

義

を

も

つ
。
　

　

尚

、
本

稿

註

の
q①

を
参

照

。

　

　

　

　

㈲

「自
己
意
識
」

の
章

で
の
叙
述

か
ら
す

で
に
明
ら
か
な
如
く
、

へ
ー
ゲ
ル
に
と

っ
て
、
自
己
意
識
が
し
ん

じ

つ
自
己
意
識

で
あ
る
と
語
り
う
る

エ
レ
メ

　

　

　

　

ン

ト
は

、
同

時

に
自
己

意

識

相
互

の

「相

互

承

認

」
が

成

立

す

る

エ
レ
メ

ン
ト

に

他

な
ら

な

い
。
し

か

し

、

』

L
な

る

自
己

意

識

そ

の
も

の
の

二

重
性

と

い
う

問

題

と

、

か

か

る
も

の
と

し

て

の
自

己

意

識
相

互

の

「相

互
承

認

」

の
可

能

と

い
う

問
題

と

の
か

か

わ

り

は
、

さ

ら

に

「啓

示

宗

教

」

に

お

い
て
展

開

さ

れ

ね

ば

な

ら

な

い
。

す

な

わ

ち

、
「
精
神

」

そ

の
も

の

の
二

つ
の
契

機

た

る

「実

体

(自

体

)」
と

「自

己

」

と

の
相

関

は

、

「啓

示

宗

教

」

に
お

い
て

、

　

　

イ

エ
ス
の
受
肉

と
死

、
そ

こ
か
ら
の
復
活
と

い
う
仕
方

で
、
す
な
わ
ち
啓
示
と

い
う
仕
方

で

「表
象
」
さ
れ
、
そ
し

て
こ
の
相
関

の
過
程
を
経
る
と
こ
ろ

に

「教
団

(共
同
体

)」
が
成
立
し
て
く
る
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
か
か
る
構
造
は

「
道
徳
性
」

の
章

の
最
後

の
首
葉

の
中
で
暗
示

さ
れ
る

(
　

働

「宗
教
」

の
エ
レ
メ
ン
ト
に
お
け
る

「精
神
　

」

は
、
同
時

に

「啓
示
宗
教
」
に
お
け
る
三
位

一
体

の
ペ
ル
ソ
ナ
た
る

「聖
霊
　

」
を
も
含

　

　

　

意

す

る

こ
と

に
注
意

。

こ

こ

か
ら

生

じ

る
大

き

な

問

題

は

、
精
神

の

「自

己

知

」
と

、

「
啓
示
　

」

と

い
わ

れ

る

こ

と

が
ら

と

の
か

か

わ
り

で

あ

ろ

う
。

さ

ら

に
、

ヘ
ー

ゲ

ル
は

、

こ

の
　

の
位

を
　

す

な

わ

ち
教

団

(共

同

体
)

と
し

て

い
る

の

で

あ

る
。
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