
仮

象

と

反

省

へ
ー

ゲ

ル

の
矛

盾

概

念

の
理

解

の
た

め

に

山

脇

雅

夫

序

へ
ー
ゲ

ル
の
論
理
思
想

を
そ

の
根
本

に
お

い
て
特
徴

づ
け

る
も

の

は

矛
盾

の
概

念
で
あ

ろ
う
。
彼

は
、
矛
盾
を

全

て
の
運

動

の
原
理
と

し

て
捉
え
、

矛
盾
を
う

ち

に
含
む

か
ぎ
り

に
お

い
て
も

の
は
動

き
、

活
動

す

る
と

言
う
。

へ
ー
ゲ

ル
哲

学

の
面

目
は
事
柄

を
固
定

的
な
状

態

に
お

い
て

で
な
く
動

的
連

関
に
お

い
て
捉
え

る
点

に
あ

る
か
ら
、

矛
盾

の
概
念

が
方
法

論
的

に
格

別

に
重

要
で
あ

る
こ
と
は
明

ら
か

で

あ

る
。

し
か
し
な

が
ら
、

へ
ー
ゲ

ル
が
言
う

矛
盾

と
は

い
か
な
る
も

の
か
と

い
う
点

に

つ
い
て
定
ま

っ
た
見

解
が
あ

る
わ
け

で
は
な

い
。

一
例

を

挙
げ

る

な
ら

、

『
へ
ー

ゲ

ル
の
体
系

』

の
大

著
を

も

っ
て

へ
ー
ゲ

ル
哲
学

の
体
系
構

成

に
関

す

る
問

題
を
提
起

し

た
V

・
へ
ー

ス
レ
は
矛
盾

の
概
念
を

分
類
し
、

へ
ー
ゲ
ル
は
存
在

論
的

な
意

味

で

の
矛
盾

律
を
否

定
し

て

い
る
が
、

ア
リ
ス
ト

テ
レ
ス
以
来

の
伝

統
的

(
1

)

矛

盾
律

は
否

定

し

て

い
な

い
、

と
主
張

し

て

い
る
。

他
方

K

・
デ

ユ
ー
ジ

ン
グ

は

へ
!
ゲ

ル
が
伝
統

的
矛
盾
律

を
否
定

し
よ
う
と

し

て

ハ
2

)

い
た
と

主
張
し

て

い
る
。
ま

た

H

・
シ

ュ
ミ

ッ
ツ
は
デ

ユ
ー
ジ

ン
グ

の
見
解

を
テ

キ
ス
ト
上
明

ら
か

で
あ
る
と
し

て
支
持

し

て
い
る
が
、

同
時

に
、

へ
ー
ゲ

ル
自
身

が
自
分

で
言

っ
て

い
る

こ
と

と
、
彼

の
論

理
学

の
な
か

で
実

際

に
起

こ

っ
て

い
る

こ
と

と

の
あ

い
だ

に
区

別
を

(3
)

設
け

る
必
要
を
指

摘
し

て

い
る
。

こ

の
よ
う

に
、

矛
盾

の
実
在

を
主

張
す

る
際
に

へ
ー
ゲ

ル
が
伝

統
的

矛
盾
律

に
反
す

る
こ
と
を
意

味
し

て
い
る
の
か
ど
う

か
に

つ
い
て
も
見
解

は
分
か

れ
て

い
る
。
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こ

の
問
題

を
詳
細

に
論

じ
る
に

は
、

へ
ー
ゲ

ル

の
テ
キ

ス
ト

に
登

場
す

る
様

々
な
矛
盾

概
念
を

逐

一
検
討

し
、
そ

の
意
味
す

る
と

こ

ろ

を
確
定

し
て

い
か
ね
ば
な

ら
な

い
だ

ろ
う

。
な

に
よ
り

ま
ず
、

へ
ー

ゲ

ル
自
身

が
矛
盾

概
念
を
主

題
的

に
取
り
扱

っ
て

い
る

テ
キ

ス
ト

で

あ

る

『
論
理

の
学

』

「
本
質

論
」

の
な
か

の
矛
盾

の
カ

テ
ゴ

リ
ー

の

分
析

が
求
め

ら
れ

る
で
あ

ろ
う
。

だ
が
、

わ
た
し

に
は
、

そ
う

し
た

本
格

的
な
考
察

に
先
立

っ
て
な

さ
れ
る

べ
き

こ
と

が
あ

る
よ
う

に
思

わ
れ
る
。
す

な
わ
ち
、

本
質
論

の
矛
盾

の
カ

テ
ゴ

リ
ー

が

『
論
理

の

学
」

の
体
系

構
成

の
な
か

で
し
め

る
意
味

を
確
定

し
、

矛
盾

の
カ
テ

ゴ
リ

ー
の
位

置
価
を

明
ら

か
に
し

て
お
く

べ
き

で
あ
る

と
考

え

る
の

で
あ
る
。

矛
盾

の

カ

テ
ゴ

リ

ー
は

、

「
本
質

論
」

の

な

か

で

は

「
同

一

性
」

、

「
区
別
」

、

「
矛
盾
」
と

い

っ
た

反
省

規
定

の

一
つ
と
し

て

論
じ

ら
れ

て
い
る
が
、

そ
も
そ
も

反
省

規
定
と

は
何
を

意
味
す

る

の

だ

ろ
う

か
。

反
省

規
定

は
し
ば
し

ば

『論

理

の
学
』
全

体

の
方

法
原

(
4

∀

理
を
扱

う
も

の
だ

と

さ
れ
る
。

し
か
し
わ

た
し
は
、

反
省
規

定
は
実

在

の
構
造
を

記
述
す

る
も

の
で
あ

り
、
本
質

論

の
行

な
う
実

在

の
構

造
分
析

の
な
か

で
特

定

の
位
置

を
占
め

る
も

の
で
あ

る
と
考

え

て

い

る
。

と

い
う

の
は

、

へ
ー
ゲ

ル
は

反
省
規

定

を

「
規

定
さ

れ

た
仮

象

」
(
二
五

一
頁

)と
呼

ん
で
お
り

、
仮
象
と

い
う

カ

テ
ゴ

リ
ー
は
本

質

論

の
実

在
分
析

の
な

か
で
は

っ
き

り
限
定

さ
れ

た
位
置
を

占
め

て

い
る
か
ら

で
あ

る
。

こ
の
こ
と

か
ら
、

反
省

規
定
と

は
な

に
か
を
問

題

に
す

る
た
め

に
は
、
仮

象
と

は
な

に
か
と

い
う

こ
と
が
ま

ず
も

っ

て
問

わ
れ
な
け

れ
ば
な

ら
な

い
こ
と
が

わ
か

る
。

ま
た
、

「
規
定

さ

れ

た
仮

象
」
と

い
う
概
念

規
定

の
う

ち

の

「
規
定

さ
れ

た
」
と

い
う

要
素

は
、
反
省

規
定

の
カ

テ
ゴ
リ
ー

に
直
接
先
行
す

る

「規

定
的

反

省
」

か
ら
生

じ

て
き

た
も

の
で
あ
る

か
ら
、

反
省

規
定
と

は
な

に
か

を
確

定
す

る
た
め

に
は
、
仮
象

と
と
も

に
規
定
的

反
省
も

ま
た
解

明

さ
れ
ね
ば

な
ら
な

い
。

こ
れ

ら
を
考
察

す

る
こ
と

は
、

結
局
、

反
省

規

定
と

い
う

カ

テ
ゴ
リ

ー
の
生
成
過
程

を
跡
付

け

る
こ
と

に
外

な
ら

な

い
。

以
下
本

稿

で
は
、
仮
象
、

反
省

の
順

に
、

そ

の
意
味

す

る
と

こ

ろ

を
明
ら

か
に
し

て

い
こ
う
と

思
う

。
あ
ら

か
じ
め
本

稿

の
主
張

の
要

点
を
述

べ
て
お
く

な
ら
、
仮

象

の
分

析

に
お

い
て
、

こ

の
段

階

で
の

本
質

と
存
在

と
が
自

立
化

し

て
い
な

い
こ
と
が
示

さ
れ

る

(
一
)。
反

省

の
分
析
を
通

し

て
、

反
省

の
運
動

の
自

己
同
等
性

か
ら
導

出
さ

れ

る
独

特

な
存

在

概
念

の
持

つ
具

体

的
意

味

が
考
察

さ

れ

る

(ニ
ー

一
)。
次

に
、
存

在
と
本
質

に
即
し

た
規
定

と

の
問

の
関
係

が
考
察

さ

仮象と反省/70



れ
る
。

そ
し

て
、

こ
こ
で

の
実
在

が
直
接

的
な
も

の
と
媒
介

的
な
も

の
と

を

総

合

し

た
構

造

を

持

っ
て

い

る

こ
と

が
示

さ

れ

る

(ニ
ー

二
)
。
最
後

に
、
本

質
に
即

し
た
規

定
が
ど

の
よ
う

に
客
観

的
妥
当
性

を
得

る
か
が
考
察

さ

れ
る

(
ニ
ー

三

)。

こ
れ
ら

の
考
察

を
通

し

て
、

反
省
規

定
が

ど
の
よ
う

な
実
在

の
在
り
方

を
表
現
す

る
も

の
か
を
明

ら
か
と
す

る
こ
と
が
、
本
稿

で

の
私

の
目
標

で
あ

る
。

一
ー

一
、
仮

象

の
存
在

性
格

存
在

の
真

理
態

は
本

質

で
あ

る
、
と

へ
ー
ゲ

ル
は
言
う
。

そ

の
場

合
、
存

在
と

は
直

接

的
な

デ
ー
タ
を
表
す

カ

テ
ゴ

リ
ー

の
総

体

の
こ

と

で
あ

り
、

本
質

は
そ

の
直
接

的

カ
テ
ゴ
リ

ー
に
媒
介
さ

れ
た

カ
テ

ゴ

リ
ー

の
こ
と
で
あ

る
。

『論

理

の
学
』

で
は
、

第

一
巻
存

在
論

で

直
接

的
存
在

の
カ

テ
ゴ
リ

ー
が
扱
わ
れ

、
第

二
巻

本
質
論

で
被
媒
介

的
本

質

の
カ

テ
ゴ

リ
ー
が
扱

わ
れ

る
。

『
論
理

の
学
』

の
叙

述
が

第

一
巻

か
ら
第

二
巻

へ
と
進

ん
で

い
く

こ
と
は
、
存

在
と

は
な

に
か
を

追
求

す

る
問

い
が
直

接
的

な
デ

ー
タ
に
留
ま

リ
得

ず
、
直

接
的

デ
ー

タ
を

越
え

た
本
質

へ
と
進

ん
で

い
か
ざ

る
を
得

な

い
、

と

へ
ー
ゲ
ル

が
考

え

て
い
る
こ
と

を
示
し

て
い
る
。

こ
こ

で
ま
ず

問

題
と

な

る

の
は
、

本

質

が
媒
介

さ

れ

た
カ

テ

ゴ

リ
ー

で
あ

る
と

い
う
場

合

の
、
そ

の

「
媒
介

さ
れ
た
」
と

い
う
事

柄

の
意

味

で
あ

る
。

一
般

に
媒
介

と
は
他

者
と

の
関
係
を
通

じ
た
規

定

を
受

け

て
い
る
と

い
う

こ
と

で
あ

る
が
、
本
質
を

特
徴
づ

け

る
媒

介

と

は
ど
う

い
う

も

の
な

の
だ

ろ
う
か

。
こ

の
問
題

を
考
え

る
う
え

で

示
唆

的

で
あ

る

の
が
、

へ
ー
ゲ
ル

の
次

の
発
言

で
あ
る
。

「
知

は
、

存
在

の
う

し
ろ
に
存
在

以
外

の
何
か

が
ま

だ
存
在

し
、

そ
し

て
こ

の

背

景
が
存
在

の
真
理

で
あ
る
と
前

提
し

て
、
存
在

を
越
え

て

い
く

」

(二
四

一
頁

)。

わ
れ
わ

れ
と

し

て
は
、

こ
こ
で

へ
ー
ゲ

ル
が
使

っ
て

い
る

「う

し

ろ
臣
2
①『
」
と

い
う
言
葉

に
注

目
し

た

い
。
先

に
わ

た
し

は
、
媒
介
と

は
他
者
と

の
関
係

を
通
し

て
規
定
を

受
け

る
こ
と
だ

と

い

っ
た

が
、

本
質
は
存

在

に
と

っ
て

「
後

側
」

に
あ
る
他

者
な

の
で

あ

り
、
本
質

は
自
分

の

「
前

」
に
あ

る
存

在
と

い
う
他
者

と

の
媒

介

関
係

の
う

ち
に
あ

る
。

換
言
す

れ
ば
、

本
質
と
存

在
は

「
横

並
び

」

の
関
係

に
は
な

い
。

こ

の
こ
と
を
は

っ
き

り
思

い
浮

べ
る
た
め

に
、

幕

に
映

る
影
絵

と

そ

の
幕

の
後

に
あ

る
実

物

と

の
関

係
を

考
え

て
み

よ
う

。

た
と

え

ば

、
幕

に

テ
ー
ブ

ル

と
そ

の
上

の
林

檎

の
影

が
映

っ
て

い
る
と

す

る
。

テ
ー
ブ

ル
と
林
檎

は
上

下

の
位

置
関
係

に
あ

り
、

互

い
に
対

し
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て
他
者

で
あ

る
。
そ
し

て
同
時

に
、

二

つ
と

も
同

じ
幕

の
う
え

に
映

る
影

で
あ

る

。
こ
れ
ら

の
影
が
幕

の
後

に
あ

る
実
物

に
対
し

て
持

つ

関
係
は
、

幕

に
映

る
も

の
同
士

の
関
係
と

は
ま

っ
た
く

異
な

っ
て

い

る
。
な

ぜ
な

ら
、

幕

に
映

る
像

は
同
じ
幕
と

い
う
地

平

の
う

ち
に
あ

る
が
、
後

に
あ

る
も

の
は
こ

の
地

平
そ

の
も

の
に
と

っ
て
他

者
で
あ

る

か
ら

で
あ

る
。
本

質

を
存

在

の

「
後

」

に
あ

る
も

の
と

す

る

の

は
、
本
質

が
存
在

の
地

平
そ

の
も

の
を
越
え

、
存
在

の
地
平

そ

の
も

の
と
他

な
る
も

の

で
あ

る
と

い
う

事
態
を
示

し

て

い
る
と
考
え

ら

れ

る
。
本
質

は
存
在

と

い
う

地
平

そ

の
も

の
を

越
え

る
と

い
う
仕

方

で

(
5
)

媒
介
さ

れ
て

い
る
も

の
な

の
で
あ
る
。

さ

ら
に
、

先
の
引
用

部
分
後
半

は
存
在
と

本
質

の
関
係

に

つ
い
て

基
本
的

な

こ
と
を

確
認

し

て
い
る
。

つ
ま
り

、
存
在

の

「
後

」
に
あ

る
と

さ

れ

る
本

質

の

ほ
う

が
存

在

の
真

理
態

で
あ

る

と
さ

れ

て

い

る
。

こ

の
主
張

は
常
識

的

で
わ

か
り

や
す

い
。

た
だ

、
本
質

が
存

在

の
真

理
態

で
あ
る
な
ら

ば
、
存
在

そ
れ
自
体

は
非
真

理

で
あ

る
と

い

う

こ
と

を
見

逃
し

て
は
な
ら
な

い
。
先

の
影

絵

の
例

で
言
え

ば
、
幕

の
後

の
も

の
を
実
物
と

し

て
捉
え

る

や
否
や
、
幕

に
映

っ
て

い
る
も

の
は
そ

の
実

物

の
た
だ

の

「
影

」
に
成

り
下

が
る
。
本
当

に
存
在

し

て
い
る

の
は
実
物

の
方

だ
と

い
う

こ
と

に
な

る
。
同
様

に
、

本
質

が

真

理
で
あ
る
と

は
、
本

当
に
存
在

し

て

い
る

の
は
本
質

で
あ

っ
て
、

直
接
的

な
存
在

そ
れ
自

体
は
本
質

な
ら
ざ

る
も

の

で
あ
り
非
存

在

で

あ

る
こ
と
を
主
張

し

て

い
る
。
存
在

は
本
質

へ
、

否
定
さ

れ

つ

つ
乗

り
越
え

ら
れ
る
。

こ
の
よ
う

に
、
存
在

と

い
う
地

平
を
否

定
的

に
乗
り
越
え

る
と

い

う
形

で
本
質

が
獲
得
さ

れ
る
も

の
で
あ

る
こ
と
を

確
認

で
き

る
。
幕

に
映

っ
た
像

が
、
そ

れ
の
背

後

の
実
物
と

の
関
係

に
立

た
さ
れ

る
と

き
、

た
だ

の
影

に
成
り

下
が

る
よ
う

に
、

本
質
と

の
関
係

に
即
し

て

存
在

は
捉
え
直

さ
れ
、
存

在

の
持

つ
存
在

論
的

ス

テ
イ

タ
ス
は
変
更

さ

れ
る
。

こ
の
本
質

へ
と
乗
り
越
え

ら

れ
て
あ

る
存

在

こ
そ
が
、

い

ま

わ
れ
わ
れ

が
問
題
と

し

て

い
る

「
仮
象

」
と
呼

ば
れ

る
も

の
に
外

な

ら
な

い
。

へ
ー
ゲ

ル
は
仮
象
を

次

の
よ
う

に
定
義

す

る
。

「
存
在

は
仮
象

で
あ

る
。
仮
象

の
存

在

は
、
た
だ
存

在

が
止
揚

さ
れ

て
い
る

と

い
う

こ
と

の
う

ち

に
、
存

在

が
空
無
な

も

の
で
あ
る

こ
と

の
う

ち

に
存
す

る
」
(
二
四
六
頁

)。

さ
て
、
以

上
に
お

い
て
本
質
と
存

在
と

の
関
係

を
論

じ
、
そ

れ
に

つ
づ

い
て
仮
象

の
存
在

性
格
を
問

題
と

し
た
。

一
言

で
言
え

ば
、
仮

象

と
は
本
質

へ
と
乗
り

越
え

ら
れ

て
し
ま

っ
た
直

接
的
存
在

の
こ
と

で
あ
る
。
し

か
し
、
本

質

へ
と

乗
り
越
え

ら

れ
て
し
ま

っ
た
存
在

と
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い
う

定
義

は
、
仮

象

の
定
義

と

し

て
は
十

分

で

は
な

い
。

「
本

質

論
」

で
は
、
本
質

と

の
関
係

に
お

い
て
捉
え

な
お

さ
れ
た
存

在

の
別

の
形
態

(た
と
え

ば
、

現
象

や
現

実
存

在
)

も
論

じ
ら
れ

て

い
る

の

で
あ
り

、
上

に
挙

げ
た
定
義

だ
け

で
は
仮
象

の
カ
テ
ゴ

リ
ー
が
こ
れ

ら

の
形
態

に
対
し

て
持

つ
種

差

が
判
明

で
な
く
、

「
本
質
論

」

の
最

初

の
部

分

で
論

じ
ら
れ

て

い
る
と

い
う

そ
の
位
置
価

も
明
確

で
な

い

か
ら

で
あ
る
。
結

論
を
先

取
り
す

る
な

ら
、

仮
象

は
本
質
と

の
直
接

的

一
体
性

の
内

に
あ

る
と

い
う

こ
と

に
よ

つ
て
特

徴
づ
け

ら
れ
る
、

と
わ

た
し
は
考
え

る
。

そ
し

て
こ

の
こ
と

が
、
仮
象

が
後
続

の
カ

テ

ゴ

リ
ー
に
対
し

て
持

つ
位

置
価
を

決
定
す

る
と
思

わ
れ

る
。
そ
こ

で

次

に
、
仮
象
と
本

質

の

一
体
性
を

説
く

ヘ
ー
ゲ

ル

の
論
述

を
再
構
成

し

て
み
よ
う

。

一
ー

二
、

仮

象

と
本
質

の

一
体

性

こ
れ
ま

で
の
議

論
を

通

じ
て
、
仮
象

は
本
質

へ
と
乗
り

越
え
ら

れ

て
し
ま

っ
た
直

接
的
存

在
と

し
て
定
義

さ
れ

た
。
そ

の
か
ぎ
り

で
、

仮
象

は
空
無

な
も

の
で
あ

る
。
こ

の
空

無
さ

は
、
本
質

と

の
関
わ

り

に
お

い
て
存
在

が
受

け
た
規

定

で
あ
り

、
仮
象

を
空
無

な
も

の
と

し

て
見

る

の
は

、
実

は
、

仮
象

の
本
質

に
対
す

る
関

係
を
見

て

い
る
こ

と

に
外

な
ら

な

い
。
仮

象

の
空
無

さ

そ
れ
自
体

が
本
質

の
現
れ

で
あ

る
と
言

っ
て
も

い
い
。

こ

の
こ
と

を
、
直

接
的

に
与
え

ら
れ
た
世
界

が
幻

の
よ
う

な
も

の
で
あ
り
、
と

り
と

め

の
な

い
よ
う

な
も

の
と
感

じ

る
場
合

に
即
し

て
考
え

て
み
よ
う
。

こ
の
世
界
を

定
ま
り

な
く
自
足

し
な

い
世
界
と

感
じ

る
と
き
、

よ

り
高

次

の
自
足

的
な
世

界
が

わ
れ
わ

れ
に
与
え

ら
れ

て

い
る
わ
け

で

は
な

い
。
む

し

ろ
、
自

足
し

た
世
界

の
不
在
を
わ

れ
わ

れ
は
感

じ
て

お
り
、

そ

の
こ
と

で
こ

の
世

界
を

定
ま

り
な
き
世

界
と
感

じ
る

の
で

あ

る
。
し
か

し
、
ま

た
同
時

に
、
ま

さ
し
く

こ
の
不
在

に
お

い
て
、

そ
こ
に
無

い
、
よ
り
高

次

の
世

界
が

現
れ

て
い
る
と
も
言
え

る
。

テ

キ
ス
ト

に
還

る
な
ら
、

仮
象

が
仮

象
と

い
う
性
格

を
持

つ
の
は
、

そ

こ
に
本
質
が

不
在

で
あ

る
か

ら
で
あ
り

、
ま
た
、

本
質

は
そ

の
不
在

と

い
う

こ
と

を
通

じ
て
自
分
を

示
し

て

い
る
。
仮

象
も
本

質
も
、

不

在

と

い
う
同

一
の
否
定

的
事
態

に
よ

っ
て
規
定

さ
れ
る

の
で
あ

る
。

「

(存

在

の
)
空
無

さ
そ
れ
自
体

は
本
質

自
身

の
否
定

的
な
本
性

で

あ

る
」
(二
四

七
頁

)と

い
う

ヘ
ー

ゲ

ル
の
主

張
は

こ
う

し

た

こ
と

を

意

味
し

て
い
る

の
だ

と
わ

た
し
は
考
え

る
。

そ
し

て
、

実
は
、
仮

象

の
段
階

で
は
存

在

が
本
質

へ
と
乗
り

越
え
ら

れ
て

い
る
と

い
う

否
定
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的
関
係

し
か
与
え

ら
れ

て
お
ら
ず
、

そ

の
関

係
か
ら
自

立
し

た
本
質

や
存
在

は
ま
だ
与

え
ら

れ
て

い
な

い
。
仮
象

も
本
質
も

、
本
質

の
不

在
と

い
う

同

一
の
事
態

の
二

つ
の
側
面

で
あ

り
、
自
立

化
し

て

い
な

い
の
で
あ

る
。

上
述

の
よ
う

に
存
在

と
本
質

が
自

立
化
し

て
お
ら
ず

、
直

接
的
な

一
体
性

の
内

に
あ

る
こ
と
が
仮
象

の
特
徴

で
あ
り
、

仮
象
を

後
続
す

る
カ

テ
ゴ

リ
ー
と
区
別

す

る
メ
ル
ク

マ
ー
ル

で
あ

る
。
対
照

を
は

っ

き

り
さ
せ

る
た
め
、
後

続
す

る

「
根
拠
」

の

カ
テ
ゴ
リ

ー
を

瞥
見

し

て
み
よ
う
。

根
拠
と

は
本
質

の

一
形
態

で
あ
り
、

こ

の
根
拠

と

い
う

本
質

と

の
関
係

で
捉
え

ら

れ
た
存

在
は
根

拠
付

け
ら
れ

た
も

の
と

い

う
規

定
を
受

け
る

。
こ

の
根
拠

と

い
う

カ
テ
ゴ

リ
ー
を
叙

述
す

る
に

先

だ

っ
て
、

へ
ー
ゲ
ル
は
先
行
す

る

カ
テ
ゴ

リ
ー

の
運
動

を
ま
と

め

て

い
る
が
、
そ

こ
で
彼

は
、
根

拠
と
根

拠
付
け

ら
れ

た
も

の
と

の
間

の
媒
介

は

「
実
在

的
媒
介

」
で
あ

る
の
に
対

し
、
先
行
す

る
運
動

は

「
純
粋

な
媒
介
」

で
あ

っ
た
と
語

る
σ

根
拠

が
実
在
的
媒

介

で
あ

る

と
さ

れ
る

の
は
、

根
拠
と
根

拠
付
け

ら
れ
た
も

の
が

互

い
に
対

し

て

自
立
化

し

て
い
る
こ
と

に
よ
る
。

そ
れ

に
対

し
て
根
拠

に
先
行
す

る

運
動

で
は
関
係
項

が
自

立
化
し

て

い
な

い
が
ゆ
え

に
、

そ
れ

は
純

粋

な
関

係

で
あ

る
と
主
張

さ
れ

て
い
る
。

「
純

粋
な
媒
介

は
関

係
づ
け

ら

れ
た
も

の
無
き
純

粋
な

関
係

で
あ
る
」
(
二
九

二
頁

)。

こ
れ
は
、

根
拠

に
先
立

つ
カ

テ
ゴ

リ
ー

で
は
本
質
と
存

在
と

が
ま
だ
自

立
化

せ

ず
、
根

拠
に
至

っ
て
初

め
て
本
質

と
存
在

と
が
自

立
性
を
得

る
と

い

う

「本

質
論
」
全

体

の
叙
述

の
構

造
を
示

す
も

の
で
あ

る
。
仮
象

が

本
質
論

全
体

の
な
か

で
占
め

る
位

置
価

は
、
し

た
が

っ
て
、
本
質
と

存
在

が
直
接
的

な
統

一
の
内

に
あ

る

こ
と

で
あ

る
と
言

っ
て

い
い
の

(
6
V

で
あ

る
。

以
上
、
反
省

規
定
を

「
規
定

さ
れ

た
仮

象
」

で
あ

る
と
す

る

へ
ー

ゲ
ル

の
発
言

に
注
目

し
、
仮
象

の
存
在
性

格
と
本

質
論
全

体

の
な

か

で
の
位
置
価

の
確
定

に
努
め

て
き
た

。
そ

の
結
果

、
仮
象

が
本
質

へ

と

乗
り
越
え

ら
れ

た
存

在

で
あ
る
と

い

っ
て
も
、

実

は
こ
こ

で
は
こ

の
乗
り
越
え

の
運
動

の
み
が
存

在
し
、

乗
り
越
え

ら

れ
る
存
在
も

乗

り
越
え

る
先

で
あ

る
本
質
も

自
立
化

し

て
い
な

い
こ
と

が
明
ら

か
に

な

っ
た

。

「
仮

象

と

は
存
在

と

い
う

規

定

の
内

に
あ

る
本
質

で
あ

る
」
(
二
四

八
頁

)と

い
う

へ
ー
ゲ
ル

の
主

張
も
、

こ
の
意
味

で
理
解

す

る

こ
と

が

で
き

る
。
本
質

は
存
在

か
ら
ま
だ

独
立

し

て
い
な

い
。

反
省
規
定

が
本
質

で
あ

る
と

言
わ

れ
る

に
し
て
も
、

そ
れ
は

こ

の
仮

象
と
同

じ
よ
う

に
存

在
と

一
体
的

な
も

の
で
あ
る

こ
と
が
予
想

さ
れ

る
。
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次

に
、

「
規

定

さ
れ
た
」
と

い
う

モ
メ

ン
ト

の
内

実
を
考

察
す

る

た
め

、

「
反
省
」

の
カ
テ
ゴ
リ
ー

の
分
析

に
移

る
こ
と

に
し

よ
う

。

分

け

て
論

じ

て
い
る
。
以
下

、
そ

の
順

に
考
察

し
て

い
こ
う

と
思

う

が
、

そ

の
前

に
反
省
論
全
般

に
関
わ

る
問

題
を
考

察
し

て
お
く
。

二
、
反

省

の
展

開

ニ
ー

一
、
本
質

か

ら
生

み
出

さ

れ

る

存
在

仮

象

の
構

造
を

分
析

し
た

わ
れ
わ

れ
に
と

っ
て
、
反
省

の
カ
テ
ゴ

リ
ー

の
輪
郭

を

つ
か
む

こ
と

は
困
難

で
は
な

い
。

な
ぜ

な
ら
、

へ
ー

ゲ

ル
に

よ
る
と
仮
象

と
反
省

は
同
じ
も

の
だ

か
ら

で
あ

る
。

「
反
省

は
仮
象
と

同
じ
も

の
で
あ

る
。
た
だ

し
、
仮
象

は
直
接

的
な
も

の
と

し

て
の
反
省

で
あ

る
。
自
己

内

に
還
帰

し
、
直
接

性

か
ら
疎
遠

に
な

っ
た
仮
象

を
表
す

た
め

に
は
、
わ
れ

わ
れ
は
反
省

ヵ
巴
。
×
δ
口
と

い
う

外

来
語

を
持

っ
て
い
る
」
(二
四
九

頁

)
。
仮

象
は

本
質

へ
と
乗

り
越

え

ら
れ

て
し
ま

つ
た
存
在

で
あ

る
。
よ
り
正
確

に
は
、

こ

の
乗

り
越

え

の
運
動

こ
そ
が
存
在

し
て

い
る
。
し
か
し
仮
象

の
場
合

で
は
、
あ

く
ま

で
存

在
し

て

い
る
と

い
う
側

面

に
重
点

が
置

か
れ

て
い
る
。

こ

れ

に
対

し
、

こ

の
運
動

と

い
う
面

に
重
点
を

置
く
と

き
、
わ

れ
わ

れ

は
反
省

と

い
う

カ

テ
ゴ

リ
ー
を
獲

得
す

る
。
し
た

が

っ
て
、

反
省

は

仮
象
と

基
本

的
に
同

じ
も

の
で
あ
る
。

へ
ー
ゲ

ル
は
こ

の
反
省

の
カ

テ
ゴ
リ

ー
を
措

定
的

反
省
、
外

的
反
省
、
規

定
的

反
省

の
三
段
階

に

仮

象

に

つ
い
て
の
考

察

に
お

い
て
、
存

在

が
本
質

へ
と
乗
り

越
え

ら
れ

る
運
動

の
み

が
、
こ

の
本
質

へ
の
関
係

の
み
が
存

在
す

る
と
わ

た
し
は

主
張

し

た
。
し
か
し

、
関
係

が
存
在
す

る
と

は
ど
う

い
う

こ

と

で
あ

ろ
う

か
。

こ

の
場
合

の
存
在
と

い
う
概

念
を

わ
れ
わ

れ
は
ど

の
よ
う

に
理
解
す

れ
ば

い
い

の
だ

ろ
う

か
。

こ
こ

で
は

こ
の
問

題
を

正
面
か

ら
考
察

し
た

い
と
思
う
。

二
ー

一
-

一
、

本

質

か

ら
導

出

さ

れ

る
存

在

に

つ
い
て

の
形

式

的
考
察

「
反
省
は

さ
し
あ
た
り

、
無

か
ら
無

へ
の
運
動

で
あ

る
。

し
た

が

つ
て
自

分
自
身

と

一
致
す

る
否
定

で
あ

る
。

こ
の
自

分
自
身

と

の

一

致

は

一
般

に
単

純
な
自

己
自
身
と

の
相

等
性

で
あ

り
、
直
接

性

で
あ

る
」

(二
五
〇
頁

)。

こ
こ

で

へ
ー

ゲ
ル
は

反
省

と

い
う
運
動

か
ら

直
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接
性

を
導

出

す
る
。

こ

の
直
接
性

は
存
在

の
別
名

で
あ
り
、

こ
う

し

て
存
在

が
反

省

の
運
動

か
ら
導
出

さ

れ
て

い
る
わ
け
だ

が
、

し
か

し

な

が
ら
、
無

か
ら
無

へ
の
運
動

が
自
分
自

身
と

一
致

す

る
否

定

で
あ

る
と

い
う
主

張
は
、
即

座

に
は
了
解

し
が
た

い
。
ま
ず
、

こ

こ
で
言

わ
れ

て
い
る

「
無
」

が
何
を
意

味
す

る

の
か
を
考

え

て
み
な
け

れ
ば

な
ら
な

い
。

先

の
仮
象

の
場
合

に
即

し
て
考
え

て
み
よ
う

。
仮
象

は
本
質

に
と

っ
て
他
な

る
も

の
で
あ
り
、

ま
た
他

な

る
も

の
と
し

て
の
み
存
在

し

て

い
る
。

こ

の
他

な
る
も

の
と

い
う
規

定
を

離
れ

て
仮
象

の
存
在

は

な

い
の
で
あ

る
か
ら
、
本
質

と

の
関
係
が
仮
象

の
存
在

に
先
行

し

て

い
る
と
言
え

る
。

ま
た
本
質

の
ほ
う

に
目
を

転
じ

て
も
、

本
質

は
本

来
的

に
媒

介
さ

れ
た
も

の
で
あ
り
、
存

在
を

越
え

る
運
動

と

し
て

の

み
存
在

し

て
い
る
。
し

た
が

っ
て
、

こ
こ
で

の
運
動

で
は
、
徹

頭
徹

尾
ま
ず

運
動
な

い
し
関

係
が
関
係

項
に
対

し

て
先
行

し
て
お
り

、

こ

の
関
係

に
先
立

つ
な

ん
ら
か

の
存
在

者

は
前

提
さ

れ
な

い
。

関
係
項

は
徹
頭

徹
尾
関

係
づ
け

ら
れ
た
も

の
と

し
て
、
そ
う

し
た
も

の
と
し

て
の
み
存

在
す

る
。

へ
ー
ゲ

ル
で
は
多
く

の
場
合
、

関
係
づ

け
ら
れ

(
7

)

て

い
る

こ
と

は
否
定

さ
れ
る
と

い
う

こ
と
を
意
味

し

て
お
り

、
そ

れ

ゆ
え

関
係
項

は
徹
頭
徹

尾
否
定

さ
れ

た
も

の
と
し

て
あ

る
こ
と

に
な

る
。

そ

の
意

味

で
関
係

項

は

「
無

」
と

呼

ば

れ
る

の

で
あ

る
。

結

局

、

「
無

か
ら
無

へ
の
運
動

」
と

は
、

第

一
次

的

に
存

在
し

て

い
る

も

の

で
あ

る
本
質
-
存

在
関

係

の
な

か
で

の
関

係
項
同

士

の
間

の
運

動
を

示
す
も

の
で
あ

る
と

い
え

る
。

ま
た
、

こ

の
本
質
-

存
在

関
係
と

は
、
存
在

が
本
質

と

の
関

係
に

即

し

て
規
定

さ

れ
、
同
時

に
こ

の
規

定
を
通

じ
て
本
質

が
捉
え

ら
れ

て

い
る
と

い
う
事
態

で
あ

る
。
し

た
が

っ
て
、

「
無

か
ら
無

へ
の
運

動

」
が
自

己
と

一
致

す

る
否

定

で
あ

る
と

い
う

主
張

は
、
本
質

と

の

関
係
を
通

じ

て
存
在

に
対

し

て
与
え

ら
れ

た
規

定

が
そ

の
本
質

に

一

致

す

る
と

い
う

こ
と
を
、
換

言
す

れ
ば
、
本
質

が

「自

分
」

の
現
れ

に
、
現

れ
が

「
自

分
」

の
本

質

に

一
致
す

る
と

い
う

こ
と
を
言

っ
て

い
る

こ
と

に
な

る
。

つ
ぎ

に
、

こ
の

一
致
な

い
し
相
等

性
が
直

接
性

で
あ

る
と

い
う
主

張

の
意

味
を
考
え

て
み

よ
う

。
言
う

ま

で
も

な
く
、
直

接
性

の
ド
イ

ツ
語
原
語

は
⊂
昌
巨
匿

σ
母
蚕

一
で
あ

り
、
直
訳
す

れ
ば
、
非
媒

介
性

で

あ

る
。

媒
介
と

は
本
質
的

に
他
と

の
関
係
を

意
味
す

る
も

の
で
あ

る

か
ら
、

非
媒
介
性

と

は
他

と

の
関

係
が
捨
象

さ
れ

た
状
態
を

示
し

て

い
る
と

言
え

る
だ

ろ
う

。
と

こ
ろ

で
、
自

己
と

の
相
等
性
、
自

己
同

一
性

は
他
者

と

の
関
係

を
捨
象

し
自
ら

に
関
係
す

る

こ
と

に
お

い
て
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成
り
立

つ
。
し

た
が

っ
て
、

自
己

同
等
性

は
他
者
と

の
関
係

な

い
し

媒
介
を
廃

し
た
も

の

で
あ
り

、
媒
介

さ
れ
ざ

る
も

の
、

非
媒
介

的
な

も

の
、
直
接
的

な
も

の
で
あ

る
こ
と

に
な
る
。

こ

の
よ
う

に
考
え

て
く

る
と
、
本

質

の
運
動

か

ら
存

在
を
導
出
す

る

へ
ー
ゲ
ル

の
手
続

き

に
は
、
単

な
る
概
念

の
連
鎖
と

し

て
は
、
さ

し
た

る
困
難

は
な

い
と
言

っ
て
い

い
。
し
か

し
、
問
題

は
そ
う

し
て

導

出
さ

れ
た
存

在

の
意

味

で
あ
る

。
本
質

の
運
動

か
ら
導

出
さ

れ
た

存

在
と

は
、

い

っ
た

い
な

に
を
意
味
す

る

の
だ

ろ
う

か
。
こ

の
点

に

つ
い
て
具
体

的
な
イ

メ
ー
ジ

を
持

っ
て
お
く

こ
と

が
、

以
下

の
考
察

に
と

っ
て
必

須

で
あ

る
と
思

わ
れ

る
。
そ

こ
で

へ
ー
ゲ

ル
自
身

が
与

え

て

い
る
具
体

例

に
即
し

て
、
こ

の
存

在

の
意

味

に

つ
い
て
考
察

し

て
み
よ
う
。

ニ
ー

一
-

二
、
自

己
同

等

性

と

し

て

の
存

在

の

具

体

的
意

味

へ
ー

ゲ
ル
は
、

カ

ン
ト

の
反
省

的

判
断
力

が
外

的
反
省

に
留
ま

る

も

の
で
あ

る
と
し

て
批

判
し

て

い
る
。
だ
が
、

カ

ン
ト

の
反
省
的
判

断
力

の
な
か

に
も
、

へ
ー

ゲ
ル
が
考
察

し

て
い
る
反
省
と

同
じ
構
造

が
含
ま

れ

て

い
る

こ
と

を
指
摘

し

て
も

い
る
。
そ

の
際

に

へ
ー
ゲ

ル

が
も

ち

い
て

い
る
例
は

、
彼

が
ど
う

い
う
事

柄

に
立

ち
向

か

っ
て

い

た

の
か
を
窺
わ

せ

て
興
味

深

い
。

「

(
カ
ン
ト

の
反
省

的
判

断
力

は

個
別
的

な
も

の
か
ら
普
遍

的
な
も

の
を
求
め

る
能
力

で
あ

る
が
、
)

そ

こ
に
も
ま

た
、
絶
対
的

反
省

の
概
念

が
存

し

て
い
る

の
で
あ
る
。

と

い
う

の
は
、
規

定

の
運
動

に
お

い
て
目
指

さ
れ

る
も

の
で
あ
る
普

遍

的
な
も

の

・
原
理

・
規

則

・
法
則

と

い

っ
た
も

の
が
、
規
定

の
運

動

が
そ

こ

か
ら
始

め

ら
れ

た
直

接

的
な

も

の

の
本
質

と

し

て
妥

当

し
、

そ

の

こ
と

で

こ

の
直

接

的
な

も

の
は
空

無

な
も

の
と
看

倣

さ

れ
、

こ
の
直
接
性

か
ら

の
還
帰
な

い
し
反
省

に
よ

る
規

定
が
直

接
的

な

も

の
を
初

め

て
そ

の
真

の
存

在

に
即

し

て
措

定
す

る
こ
と

で
あ

る

と
看

倣
さ

れ
る
か

ら
で
あ

る
。
し
た

が

っ
て
、

反
省
が
直

接
的

な
も

の
に
お

い
て
行
な
う
も

の
、

反
省

に
由

来
す

る
規

定
は
、

こ

の
直

接

的

な
も

の
に
と

っ
て
外

的
な
も

の
で
は
な
く
、

こ

の
直
接

的
な
も

の

の
本
来
的

な
存
在

な

の
で
あ

る
」
(
二
五
四
頁

)。

こ

こ
で
は
、
存

在

が
本

質

へ
の
関
係

の
内

で
規
定

さ
れ

る
こ
と

の
例
と
し

て
、
直
接

的

な

デ
ー

タ
が
規
則

や
法

則

に
即

し

て
規

定
さ

れ
る
こ
と

が
挙

げ

ら
れ

て

い
る
。

こ

の
こ
と
を

手

が
か
り

に
、

へ
ー

ゲ
ル
が
考
え

て

い
る
事

柄

そ
れ
自
体

に
接
近
し

て
み
た

い
と
思
う

。
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た
と
え
ば

、
石

が
落

ち
る
と

い
う
個

別
的
事
象

が
あ

る
。

こ
の
事

象

が
落
体

の
法
則

に
即

し

て
捉
え

ら

れ
る
と
、

こ

の
普
遍

的
法
則

の

現
象
と
し

て
捉
え
ら

れ
る

こ
と

に
な

る
。
具
体
的

に
は
、

石

の
落

ち

る
と

い
う
事

象
が
時

間

・
空
間

の
量

の
関
数
的

関
係
と

し
て
記
述

さ

れ
る
と

い
う

こ
と

で
あ
る
。

現
象

自
身

の
う
ち

に
見

い
だ

さ
れ

る
こ

の
関
数
的

関
係

こ
そ
が
落
体

の
法

則

な

の
で
あ
り

、
現
象

の
外

に
別

に
存
在
す

る
本
体
と

し

て
、
本
質

で
あ

る
と

こ
ろ

の
法

則
が
あ

る
わ

け

で
は

な

い
。
し

た

が

っ
て
、

法
則

に
即

し

て
事
象

を

捉
え

る
と

は
、
本
質
を

捉
え

る
こ
と

に
外

な
ら

な

い
。

こ
の
よ
う

に
、
直
接

的

な
事

象

が
落

体

の
法

則

の
現
象

と

し

て
把

握
さ

れ

る
と

い
う

こ
と

は
、

そ

の
事

象

に
お

い
て
本
質

が
捉
え

ら
れ

る
と

い
う

に
等
し

い
。

引
用
文

で
は
、

こ

の
本
質
と

の
関
係

の
な

か
で
現
象
と

し

て
規
定

す

る

こ
と

が
そ

の
真

の
存

在

に
即
し

て
規

定
す

る
こ
と

で
あ
る
と

主
張

さ
れ
、

そ
し

て
、
法

則

に
即

し

て
規

定
さ

れ
て

い
る
こ
と
が
事
象

の

真

の
存
在

で
あ

る
と

主
張
さ
れ

て

い
る
。

こ
の
例
に

さ
ら
に
立
ち

入

っ
て
考

察
を
加
え

て
み
よ
う
。
落
体

の

法
則

の
現
象
と

い
う
在
り
方

が
事
象

の
本
来

の
規
定
を

示
す
も

の
と

さ

れ
た

の
だ

が
、

こ
の
よ
う

に
規
定

さ

れ
た
存

在
様
態

、
す

な
わ
ち

現
象

と

い
う
在

り
方

は
石
が
落
ち

る
と

い
う

個
別

的
な
事
象

と
は
差

当

り
独
立

で
あ
る

。
そ
れ

は
あ

く
ま

で
落
体

の
法
則
と

の
関
係

に
お

け

る
規
定

で
あ
り
、

こ

の
法

則
と

の
関
係
な

し
に
は
存
立

し
な

い
。

そ
れ
は
落
体

の
法
則
と

の

一
致

に
お

い
て
初

め
て
存
在
性

を
得

る
。

そ
れ

で
は
、
本
質

で
あ

る
法

則
が
真

の
存

在

と
見
倣
さ

れ
て

い
る

の

か
と
言
え

ば
、
事
態

は
そ

れ
ほ
ど
単
純

で
は

な

い
。
本
質

は
存
在

と

の
関
係
を

離
れ

て
は
成

り
立

た
な

い
と

い
う

の
が

へ
ー
ゲ

ル
の
主
張

で
あ
り
、
落

体

の
法

則
は
個

々
の
事
例

に
適

用
可
能

で
あ
る

こ
と
を

通

じ

て
妥

当
性
を
得

る
も

の
だ
か
ら

で
あ

る
。
ま
と
め

れ
ば
、

個

々

の
現
象

は
落

体

の
法

則
と

一
致

す

る
こ
と

で
、
落
体

の
法

則

は
個

々

の
現
象
と

一
致
す

る
こ
と

で
存

在
性
を

得

る
。
本
質

が
自

分

の
現
象

と

一
致
し

、
現
象

が
自

分

の
本
質
と

一
致
し

て
い
る
と

い
う

関
係
、

こ

の
本
質
-

現
象

関
係

に
お
け

る
自

己
同
等

性
こ

そ
、
存

在
性

の
基

礎

で
あ
り

、

こ
の
関
係
を
離

れ

て
は
現
象

は
も
ち

ろ
ん
本
質
も

ま

た

そ

の
存
在
性

を
失

う
。

こ
こ
で

へ
ー
ゲ

ル
は
、
現
象
と

本
質
と

の
問

の
関
係

こ
そ
が
存
在

性

の
基
礎

で
あ

る

こ
と

を
示

そ
う

と
し

て

い
る

(
8
)

の
で
あ

る
。

わ

た
し
は
、
本

質

の
運
動

自
体

が
持

つ
自

己
同
等
性

か
ら
存

在
を

導

出
し

よ
う
と
す

る
際

の

へ
ー
ゲ
ル

の
意

図
は
、

こ
う

し
た

本
質
-

現
象
関

係
自
身

に
存
在
性

の
根
拠
を

置

こ
う

と
す

る
も

の
だ

っ
た

の

仮象と反省/78



だ
と
思

う
。
存
在

が
導
出

さ
れ

る
と
聞
く

と
き
、

わ
れ
わ

れ
は
感
覚

が
教
え

る
外
的

な
事
物

の
存

在
を

連
想
し

が
ち

で
あ

る
。

そ
う

し

た

感
覚
主

義
的

な
存

在
概
念

を
前
提

し

て
い
る
か
ぎ
り

、
本
質

運
動

の

自
己
同

等
性

か
ら
存

在
を
導

出
す

る

へ
ー
ゲ

ル
の
主
張

は
、

本
質

か

ら
感
覚

的
外
的
事

物

が
導

か
れ

る
か

の
ご
と

き
印
象
を

与
え

る
こ
と

に
な
り

、
そ

し
て
そ

こ
に
は
論

理

の
魔
術
以

外

の
も

の
は
認

め
が

た

い
こ
と

に
も

な
ろ
う
。

し
か
し
、

へ
ー

ゲ
ル
は

こ
こ
で
そ
う

し
た
存

在
概
念

を
問
題
と

し

て

い
る

の
で
は
な

い
。
こ

こ
で
問

題
と

な

っ
て

い
る
の
は
、
本
質
ー

現
象

関
係

の
う

ち

で
存
在

す

る
と

い
う
存

在

で

あ
る
。

こ

こ
で
は
感
覚
的

デ

ー
タ
が
与
え

ら
れ

て
い
る
と

い
う

こ
と

が
存
在

性

の
基
準

で
は
な
く
、
本

質
-

現
象
連

関

こ
そ
が
存
在

性

の

(
9
)

基
準
な

の
で
あ
る
。

以
上

の
考
察

の
結
果
得

ら
れ

た
存
在

概
念

を
も
と

に
、
今

一
度
仮

象

の
存

在
性
格
を

解
明

し

て
み

よ
う

。

「
(
仮

象
と

い
う

)空
無

な
も

の
あ

る

い
は
本
質

な
き
も

の
は
、

し
か
し
、

そ
こ

に
お

い
て
そ
れ
が

映
現
す

る
他

の
も

の
の
う

ち

に
存

在
を
有
す

る

の
で
は
な

い
。
そ
う

で
は
な

く

て
、

そ
れ

の
存

在
は

そ
れ
自

身

の
自

己
同
等

性
な

の
で
あ

る
」
(
二
五
〇
頁

)。

こ
の
よ
う

に
主
張

さ
れ

る
の
も
、

既
述

の
意
味

に
お

い
て

で
あ

る
と
思
う

。
わ

れ
わ
れ

は
し
ば
し
ば
、

本
質
と

の
関

係

に
入

る
前

の
直

接
的

な
存

在

者

が
あ

る
よ

う

に
考
え

が
ち

で
あ

る
。
そ

の
場
合

、

そ

の
直
接
的

な
も

の
を

本
質

と

の
関
係

の
な

か
に

置

い
た
結
果
得

ら
れ

た
規

定

が
仮

象
と

い
う

規
定

で
あ
り

、
仮
象

は

そ
の
前

提

さ
れ
た
直
接

的
な
存
在

者

に
お

い
て
存

在
を
有

し

て
い
る

と
考
え

ら

れ
る
。
し

か
し
な

が
ら
、

こ
の
よ
う
な

理
解
を

へ
:
ゲ

ル

は
退
け

る
。

そ
れ
は
、

そ

の
よ
う

な
本
質
と

の
関

係
に
入

る
前

の
直

接
性
な

い
し
存
在

は
、

そ
も

そ
も

仮
象
と

い
う
規

定
と

は
無

関
係

で

あ

る
か
ら
だ

。
先

の
落
体

の
法
則

の
現
象
と

い
う
規

定
が

石

の
落

下

と

い
う

事
象
と

は
差
当
り
独

立

で
あ
り
、
法

則
と

の
関
係

こ
そ
が

現

象
と
し

て
存
在
す

る

こ
と

の
内
実

で
あ

っ
た
よ
う

に
、
仮
象

は
本
質

と

の
関

係

に
お

い
て
は

じ
め
仮
象

な

の
で
あ

り
、

こ

の
関
係

こ
そ

が

仮
象

の
存
在
性

の
根
拠
な

の
で
あ

る

。

ニ
ー

二
、
絶

対

的

突
き

返

し
と

し

て

の
措

定

的

反
省

以
上

、
わ

れ
わ
れ
は
、
本

質

の
運
動

の
同

一
性

か
ら
導

出

さ
れ

る

存
在
が
何

を
意
味

す
る

の
か
を
考
察

し

て
き

た
。

こ
の
考
察

に
よ

っ

て
、
反
省

の
運
動

に

つ

い
て

の
具
体

的
な
イ

メ
ー

ジ
を
獲
得
す

る

こ
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と

が

で
き

た
と

思
う

。

そ

こ

で
次

に
、
措

定

的

反
省

自
身

の
運
動

を
、

こ
れ
ま

で
の
成
果

を
も
と

に
辿

っ
て

い
く

こ
と
に
し

よ
う

。

そ

の
結
果

、
反
省

論

の
対
象

と
す

る
実
在

が

い
か

な
る
構

造
を
持

つ
も

の
で
あ

る
か
を
、
わ

れ
わ
れ
は
知

る
だ

ろ
う

。

仮
象

の
空

無

さ

と
は

本
質

と

の

関
係

に
即

し

た
規
定

で
あ

っ
た

が
、

こ

の
よ
う

に
本
質

と

の
関
係

の
な
か

で
規

定
さ

れ

た
存

在
を

へ
ー

ゲ

ル
は

「
措

定

さ

れ
た
存

在

Q
o
。。。貫
。・虫
コ
」

と
名

付

け

る
。

「
こ

の
否

定
的
な
も

の
の
自

己

へ
の
関
係

は
、

こ
の
否
定

的
な

も

の

の
自

己

へ
の
還
帰

で
あ

る
。
こ

の
関
係

は
否
定

的
な
も

の
の
止
揚

と

し
て
、
直

接
性

で
あ

る
。

し
か
し
、

そ
れ

は
、
単

に
こ

の
関
係
と

し

て
の
、

あ
る

い
は

一
な

る
も

の
か
ら

の
還
帰

と
し

て
の
直
接
性

で
あ

り
、
自

分
自
身
を

止
揚
す

る
直
接
性

で
あ

る
。

こ
れ
が
措
定

さ
れ
た

存
在

で
あ

る
」
(
二
五

一
頁

)。

こ

の
引

用
文

に
は
、

反
省

と

い
う

も

の
の
根

本
構
造

が
凝
縮

さ
れ

た
形

で
述

べ
ら
れ

て
い
る
。
そ

こ
で
、

こ
の
引

用

に
解
釈

を
与
え

る
と

い
う
仕
方

で
、

こ
れ
ま

で
の
解

釈
を

ま
と
め

、
さ
ら
に
詳
細

に
展
開
し

て
み
よ
う

。

引

用
部
冒

頭
に
登
場

す

る

「
否
定
的

な
も

の
」
と

は
、
本

質
-
存

在

関
係

の
な

か

で
の
規

定

で
あ
る
。

こ

の
否
定

的
な
も

の
が
持

つ
自

分
自

身

へ
の
関
係
と

は
、
本
質

が
自
分

自
身

の
現
れ

に
、

現
象
が
自

分
自

身

の
本
質

に
関

わ

っ
て

い
る
こ
と

に
外

な

ら
な

い
。
こ

こ
で
注

目
す

べ
き
な

の
は
、

こ
う
し

た
自

己
同

等
性

が

「
否
定
的

な
も

の
」

の
止
揚

と

さ

れ

て

い
る
点

で
あ

る

。
繰

り
返

し

を
恐

れ
ず

に
言

え

ば

、

「
否

定

的
」

と

は
本

質
-

存
在

関

係

の
う

ち

で

の
規
定

で
あ

る
。
前
節

で
確
認

し
た
よ
う

に
、

こ
の
関
係

が
持

つ
自

己
同
等
性

が

存
在

性

の
内

実

で
あ
り
、

こ

の
関
係
と
存

在
と

は
切
り

離
し

が
た

い

相

即
性

の
も
と

に
あ
る
。

そ
れ
が
、

こ
こ

で
は
、

こ
の
関
係

の
止
揚

と

し

て
存
在

が
語

ら
れ

て

い
る
。

こ
れ
は
ど
う

い
う

こ
と
な

の
で
あ

ろ
う
か

。
こ

の
問

題
に
答
え

る
た
め

に
は
、

本
質
-
存

在
関
係

の
な

か

で
規
定

を
受
け

る
と

い
う

こ
と

が
ど
う

い
う

こ
と

な

の
か
、

さ
ら

に
立
ち
入

つ
て
考
察

し

て
み
な

け
れ
ば

な
ら
な

い
。

本
質

論

に
お

い
て
は
、

互

い
に
固
有
な

パ
ー
ト

ナ
ー

で
あ

る
よ
う

な
対
規

定

の
間

の
対
立

区
別
を
通

し

て
、
規

定
が

成
立
す

る
。
た
と

え
ば
、

根
拠

の
カ

テ
ゴ

リ
ー
を
取

り
上
げ

る
な
ら

、
な

に
か
が
根

拠

と

い
う

規
定
を
受

け

る

の
は
、
根

拠
付
け

ら
れ

た
も

の
と

の
関
係

を

通

じ
て

の
こ
と

で
あ

る
。
根
拠

と
根
拠
付

け
ら

れ
た
も

の
と
は
対

を

な

す
規

定

で
あ

り
、

相

手

に
対

す

る
対

立
区

別

を
通

じ

て
成

立

す

る
。

一
般

に
、
様

々
な
本
質

の
形
態

は
、

そ

れ
に
相
関
す

る
存
在

の

形

態
と

の
対

立
区
別

を
通

じ
て
規
定

さ
れ
る

の
で
あ

る
。

こ
の
よ
う
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に
、
本
質
-
存

在

関
係

に
お

い
て
、
規

定

は
本
質
-
存

在

の
間

の
対

立

区
別

の
関
係
を
通

じ

て
成

立
す

る
の

で
あ

る
。
次

に
、
自

己
同
等

性

が

こ
う

し

た
規

定

の
止
揚

で
あ

る
と

い
う

思

想

の
吟

味

に
移

ろ

う

。ニ
ー

一
で
考
察

し
た

よ
う

に
、

本
質
と

現
象
と

の
問

に
は
自

己
同

等
性

の
関
係

が
あ

る
。

本
質

は
自

分

の
現
象

と
関

わ
り
、

現
象

は
自

分

の
本

質
に
関
わ

る
も

の
だ

か
ら

で
あ

る
。
こ

の
本
質

ー

現
象

関
係

に
お
け

る
自
己
同
等
性

に
存

在
性

は
支
え

ら
れ

て
い
る

こ
と
を

へ
ー

ゲ

ル
は
示

し
た
。
今

問
題
と

な
る

の
は
、

こ
の
存

在
性

が
ど

の
よ
う

な
仕
方

で
本

質
-

現
象

関
係

に
関
わ

る
か
、

で
あ

る
。
す

で
に
示
さ

れ
た
よ
う

に
、

現
象

は
、
本
質

と

の
関

わ
り
を
通

じ

て
現
象

と

し
て

存
在
す

る
。

こ
こ

で
注

意
し

な
く

て
は
な
ら
な

い

の
は
、

現
象

の
存

在

が
同

時

に
本
質

の
存
在

で
も

あ
る

こ
と

で
あ

る
。
本
質

は
個

々
の

事
例

に
適
用
さ

れ
る

こ
と

に
お

い
て
妥
当
性

を
持

ち
、
存
在
す

る
。

換
言
す

れ
ば
、
個

々

の
事
例

に
現
象

す

る
こ
と
に

お

い
て
本
質

は
存

在

し

て

い
る
。
現
象

が
存
在

す

る
と

は
、
媒

介
的
な
仕

方

で
本

質

が

存

在
す

る
こ
と
な

の
で
あ

る
。
し

た
が

っ
て
、
現
象

の
存

在
と

本
質

の
存

在
と

は

べ
つ
な
も

の
で
は
な

い
。
本
質
ー

現
象
関

係
に

お
け
る

自

己
同
等
性

が
、
本
質

に
と

っ
て
も
現

象

に
と

っ
て
も
、

同
じ

よ
う

に
存
在
性

の
基
礎

を
成
し

て

い
る

の
で
あ

る
。

本
質
-

現
象

関
係
を
通

じ

て
構
成

さ

れ
る
存
在

は

一
つ
で
あ
り
、

そ

こ
に
お

い
て
存

在
し

て

い
る

の
は
、
厳
密

に
は
本
質

-
現
象

と

い

う

関
係
態

そ
れ
自
体

で
あ

る
。
た
だ

し
、

こ

の
関
係
態

の
内

的
構

造

に
呼

応
し

て
、

こ
こ
で

の
存
在

は
複
雑

な
構
造

を
持

っ
て

い
る
。

こ

こ
で
直
接
的

に
存

在
す

る
も

の
は
現
象

で
あ

る
。
し
か

し
、
現
象

と

は
本
質

の
現

れ
な

の
で
あ

っ
て
、
本
質

は
こ

の
現
れ

に
媒
介

さ
れ

て

存
在

し
て

い
る
。
現
象
と

は
直
接

的
な
も

の
で
あ
り

、
か

つ
、
自

分

以
外

の
も

の

(本

質
)

の
現
れ

で
も
あ

る
よ
う
な
も

の
で
あ

る
。

こ

の
よ
う

に
、
本
質

-
現
象

関
係

に
お

い
て
構

成
さ

れ
る
存
在

と
は
、

直

接
性
と
媒

介
性

と
を
総
合

し
た
、
構

造
化

さ
れ
た
存

在
な

の
で
あ

る
。
現
象

は
直
接

的
に
存
在
す

る
も

の
と
し

て
、
本
質

は
こ

の
現
象

と

い
う
現

れ
を
介

し
て
媒
介
的

に
存
在
す

る
も

の
と
し

て
、

こ
の
共

通

の
存

在
性

に
与

っ
て

い
る
。
だ

が
、
存

在
性
と

い
う

そ

の

一
点

だ

け

に
関
し

て
言
え

ば
、

そ

こ
に
は
本
質
と

現
象

の
区
別

は
な
く
、

一

つ
の
存

在

で
あ

る
。
し

た
が

っ
て
、
も
し

、

こ
の
存
在

性
な

い
し
自

己
同
等
性

の
面
だ

け

に
焦
点

を
合

わ
せ

る
な
ら
、
本
質

と
現
象

と

の

対
立
的

区
別
は
度

外
視
さ

れ
る

こ
と

に
な

る
。

こ
れ
が
、
自

己
同
等

性

が
否
定
的

な
も

の
の
止
揚

で
あ

る
と

さ

れ
た
こ
と

の
具
体
的

内
容

省反と象仮/81



で
あ

る
と
考
え
ら
れ

る
の
で
あ

る
。

自

己
同
等
性

に
注
目

す
れ
ば
区

別
は
視

野
か

ら
外

れ
、

区
別

に
注

目
す

れ
ば
共
通

の
存
在
性

が
分
断

さ
れ

る
。

こ
の
ふ
た

つ
の
要
素

は

互

い
に
他
を
排

除
す

る
。
先

の
引

用
部

で
自

己
同
等

性
が

「
否
定

的

な
も

の
の
止
揚

」

で
あ

る
と
言

わ
れ
た

の
は
、

こ

の
ふ
た

つ
の
要

素

の
相

互
排
除

的
関
係
を

指
摘
し

た
も

の
と

し

て
理
解

す

る
こ
と

が
で

き

る
。
し

か
し
、
本
質

ー
現
象

関
係
は
自

己
同
等
性

を
含

ん
だ
関

係

で
あ

り
、
ま

た
自

己
同

等
性
は
本
質
-

現
象

の
関
係

を
離

れ
て
は
存

在
し

な

い
か
ら
、

こ
の

ふ
た

つ
の
要
素

は
相

互
に
前

提
し
あ

っ
て
も

い
る
。
先

の
引
用

に
言

う

「
自

分
自

身
を

止
揚
す

る
直
接
性

」
と

い

う
表

現
は
、
直

接
性
な

い
し
存
在

が
、
区

別
対
立

の
関
係
を

離
れ

て

は
あ

り
得
な

い
こ
と
を

意
味
し

て

い
る
。
区

別
と
同

一
性
と

い
う

互

い
に
並
立
し

な

い
要
素

が
同
時

に
存

立
す

る
と

い
う

矛
盾
を

本
質

関

係

が
持

っ
て

い
る

こ
と

を
、

へ
ー

ゲ
ル

は
主
張

す

る

。

こ

の
意

味

で
、

本
質

は

「
自
分
自

身

で
あ

り
、
ま

た
自
分
自
身

で
な

い
。

そ
れ

も

一
な

る
統

一
の
内

で
、
自
分
自
身

で
あ
り

か

つ
自

分
自
身

で
な

い

の
で
あ
る
」
(二
五
〇
頁

)。

措

定
的
反

省
と

は
、

規
定

の
側

面
に
重

点
を
置

い
て
こ
の
事
態

を

叙

述
す

る
も

の
で
あ

る
。

「
反
省

が
還
帰

と
し

て

の
直
接
性

で
あ

る

か
ぎ
り

に
お

い
て
、

反
省

は
措

定

で
あ

る
」
(
二
五

一
頁

)。

「
還
帰

と
し

て
」
と

い
う
表

現
は
、

直
接
性

(存

在
)

が
本
質

と

の
関

係

の

な
か
に
あ

る
こ
と
を

示
し

て

い
る
。

二
ー

一
の
例

で
、
事
象

が
法

則

と

い
う
本
質

に
即
し

て
捉
え

ら
れ

る
こ
と
が

「直

接
的

な
も

の
か
ら

の
還
帰
」
と
呼

ば

れ
て

い
た
こ
と
を
思

い
起

七
て
も

い
い
。
措
定

的

反
省

と

は
、

本
質
と

の
区
別

を
通

じ
て
規

定
す

る

こ
と

で
あ

る
。
し

か
し
、

こ
の
本
質
ー

現
象
関

係

の
う
ち

に
は
自

己
同
等
性

も
含
ま

れ

て
お
り
、

こ
の
自
己
同

等
性

こ
そ
が
存
在

性

の
内

実
を

な
す
.も

の
で

あ

る

こ
と

は
す

で

に
確

認
し

た

と

お
り

で
あ

る

。

「
さ

ら
に

言
え

ば
、

こ
の
直

接
性

は
止
揚
さ

れ
た
否
定

で
あ
り

、
止
揚

さ
れ

た
自

己

内

還
帰

で
あ

る
」
(
二
五

一
頁

)と
言

わ
れ

る
の
も

こ

の
意
味

で
の
こ

と

で
あ

る
。
相

反
す

る
も

の
で
あ

る
区
別

対
立
と

自
己
同
等

性

が
、

こ
こ
に
は
と
も

に
含
ま

れ

て
い
る
。

こ
の
自
己
同

等
性

の
ほ
う

に
重

点

を

置

い
て
先

の
根

本

事
態

を
叙

述

し

た
も

の
を

、

へ
ー
ゲ

ル
は

「前
提

く
9
窪
霧
9
N
¢ロ
」
と
呼

ぶ
。

措

定
的
反
省

の
段
階

で
は
、
自

己
同
等

性
と
区

別
対
立
と

が
相
即

的

で
あ
る

こ
と

は
示

さ
れ
な

い
。
そ
れ

ら
は
潜
在

的

に
相
即

的

で
あ

る
に
す
ぎ
ず

、
ふ
た

つ
の
要
素

の
間

の
相

即
性

は
、

}
方

を
立

て
る

と

直

ぐ

に
他

方

に

移
行

す

る
運
動

と

し

て
現

れ

る
。

こ

の
運
動

を
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へ
ー

ゲ
ル
は

「
絶

対
的
突
き
返

し

o
σ
ω9
三
〇「
Q
①。qo
蕊
δ
ゆ
」
と
呼

ん

で

い
る
。

こ
の
絶
対

的
突
き
返

し

こ
そ
、

措
定
的

反
省

が
反
省
論
全

体

の
な

か

で
占

め

る
位

置
価

を
示

す

も

の

で
あ

る
と
わ

た
し

は
考

え

る
。

ふ
た

つ
の
要
素

が
そ

れ
自

体

に
お

い
て

一
な
る

こ
と
が
示
さ

れ

て

い
れ
ば

、

一
方

か

ら
他
方

へ
の
絶
え

間

な

い
転
換

は
起

こ
ら

な

い
。
自
己
同

等
性

が
そ
れ
自
体

と
し

て
区
別
関
係

で
あ

る
こ
と
、

つ

ま

り
存
在

が
そ
れ
自

体

に
お

い
て
反
省

で
あ

る
こ
と
を

示
す

の
は
、

措
定

的
反
省

に
続
く
外

的
反
省

の
役
割
と

な
る
。

ニ
ー

三
、
存

在

と
反
省

の
同

一
性
を

示

す
も

の

で
あ

る
外

的

反
省

さ
て
、
以

上
き
わ

め
て
概
略
的

に
で
は
あ
る
が
、
措

定
的

反
省

の

叙
述

を
辿

っ
て
み

た
。
ま
と
め

て
お
く
な

ら
、
措
定

的
反
省

で
は
区

別
対

立
関
係

を
通
じ

て
生
じ
た
規

定

に
重
点

が
置

か
れ

て
い
た
。
し

か
し
、

前
節

で
見

た
よ
う

な

本
質

-
存

在

関
係

の

一
般

的
構

造

か

ら
、

措
定
的

反
省
は

別

の
形
態

の
反
省

に
移

っ
て
い
か
ざ

る
を
得
な

い
。
本

質
ー
存
在

関
係

に
は
、
規

定
を
可
能

に
す

る
と

こ
ろ

の
区
別

が
必
ず

含
ま

れ
て

い
る
。
区
別
さ

れ
る
も

の
は
、

互

い
に
対

し
て
他

者

で
あ

る
。

「
し
か
し

、
同
時

に
こ

の
直
接

的
な

も

の
は
否

定
的
な

も

の
と

し

て
、

つ
ま
り

な
に
か

に
直

接

に
対

立
し

て

い
る
も

の
と
し

て
規
定

さ
れ

て

い
る
。

し
た
が

っ
て
他
者

に
対
立

し
て

い
る
も

の
と

し

て
規
定

さ
れ

て

い
る

。
し
た
が

つ
て

(反

省
は
直
接

的
な
も

の
に

と

つ
て
他

者

で
あ

る
と

い
う

規
定
を
受

け

る
こ
と

に
な

り
)

反
省

は

規

定
さ

れ

て

い
る
」
(
二
五

二
頁

)。

こ
の
よ
う
な

反
省
と
存

在

と

の

問
に
他
者

と

い
う

関
係
が
支

配
的

に
な
る
と
き

、
存
在

は
反
省

に
と

っ
て
他
な

る
も

の
と

な

る
。

そ

の
こ
と

に
よ

つ
て
、
反
省

は
存
在

に

と

つ
て
外

な
る
も

の
と

い
う
規

定
を
受

け
る

こ
と

に
な

る
。
他
者

と

し

て

の
存
在

を
前
提

し
、
そ

こ
か
ら
出

発
す

る
反
省
、

そ
れ
が

「
外

的

反
省

島
o
警
守
お

ヵ
o
コ
o
邑
8

」

で
あ

る
。

こ

の
外
的

反
省
と
呼

ば
れ

る
カ

テ
ゴ

リ
ー

が
扱
う

の
は
、
外
的

な

存
在
を

対
象

と
し

て
持

ち
、

こ
れ
に
思
惟

を
通

じ
た
規
定
を

与
え

る

よ
う

な
反
省

で
あ
る
。

そ

の
意

味

で
、
外

的
反
省

は
わ

れ
わ
れ
が

通

常
考
え

る
反
省

作
用

に
近

い
も

の

で
あ

る
と

言

っ
て

い
い
。
デ

ー
タ

と
な

る
よ
う

な
事

象

の
存
在

が
前

提
さ

れ
、

思
惟

は
こ

の
事

象

に
外

的

に
関
わ

る
。
た
と
え

ば
、
石

が
落

ち

る
と

い
う
事

象
が
与
え

ら

れ

た
と
き

、

こ
の
事

象

に
対

し

て
思

惟
は
落
体

の
法
則

の
現
象

と

い
う

規
定
を

与
え

る
。
し
か

し
、

こ
の
規

定
は
単

に
思
惟

に
よ

る
規

定

で
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あ

っ
て
、

最
初

の
石

の
落

下
と

い
う
事

象

に
と

っ
て
外

的

な
も

の

で
、

そ

の
意

味

で
客

観
性
を

持
た

ぬ
主
観
的

な
規

定

に
と
ど
ま

る
。

こ
れ
は
、
直

接
的

な
存

在

が
反
省

に
と

つ
て
他
な

る
も

の
と

い
う

規

定

を
受

け
る
と

い
う

、
外
的

反
省
自

身

の
内

的
な
構
造

か
ら

の
帰
結

で
あ

る
が
、
も

し
こ

の
外

的
反
省

の
立
場

に
立

つ
な

ら
、

お
よ
そ
す

べ
て
の
本
質
は
思

惟
が

設
定
し

た
も

の
に
す

ぎ
な

い
こ
と

に
な
り
、

客
観
的

な
実
在
と

は
関

係

の
な

い
主
観
的

な
も

の
と
な

っ
て
し
ま
う

だ

ろ
う

。
本
質

が
客
観
性

を
持

ち
、
実
在

自
身

に
と

っ
て
内

的
な
も

の
で
あ

る

こ
と

が
示

さ
れ
ね
ば

な
ら
な

い
。

こ
れ
が
、
外

的
反
省
と

い
う

カ
テ
ゴ
リ

ー
を
叙

述
す

る
際

の
、

へ
ー
ゲ
ル

の
目
標

で
あ

る
。

こ
の
目
的

を
は
た
す

た
め

に
、

へ
ー
ゲ

ル
は
外

的
反
省

の
根
本
前

提

で
あ

る
、

反
省
と
存

在
と

が
相

互
に
外
的

で
他

者

で
あ

る
と

い
う

関

係
に
目
を
向

け

る
。

こ
の
関
係
を

よ
く
考
え

て
み

る
と

、

こ
こ
で

論

じ
ら

れ
て

い
る
存

在
は

反
省
に
と

っ
て
他

な
る
も

の
と

い
う
規

定

を
受

け

て

い
る
こ
と

が
気
付

か
れ

る
。
し

た
が

っ
て
、
外

的
反
省

が

前

提
し

て

い
る
存
在

は
無
垢

な
も

の
で
は

な
く

、
反
省

に
と

っ
て
他

な
る
も

の
で
あ

る
と

い
う
、

反
省

と

の
関
係

を
通

じ
た
規
定
を
す

で

に
受
け

て

い
る
存

在

で
あ

る
。

こ

の
こ
と

を

へ
ー
ゲ
ル
は
次

の
よ
う

に
表
現

す
る

。

「
し

か
し
、
外
的

反
省

の
動

き
を

さ
ら

に
考
察

し

て

み

る
と
、

外

的
反
省
は
直

接
的
な

も

の
を
措

定

し
て
お
り

、

こ
の
直

接
的

な
も

の
は
そ

の
か

ぎ
り

に
お

い
て
否
定

的

な
も

の
な

い
し
規

定

さ

れ
た
も

の
と
な

る
」
(二
五

三
頁

)。

反
省

に
と

っ
て
外
的

で
あ

る

と

い
う
規

定

は
反
省
と

の
対
立

に
よ

つ
て
生

じ
た
規
定

で
あ

る
。

な

に
か
が
反
省

に
と

っ
て
外
的
な
も

の
と

し
て
存
在

す

る
の
は
、
反

省

と

の
関
係
を

待

っ
て
初

め

て
成

り
立

つ
こ
と

で
あ
る
。

ニ
ー

一
の
最

後

で
論
じ

た
よ
う

に
、

仮
象

が
本
質

に
と

っ
て
否
定
的

な
も

の
と

し

て
存

在
す

る

の
は
、
外

な

ら
ぬ
本
質
と

の
関
係

を
通

じ
て

で
あ

っ
た

の
と
同
様

に
、
反
省

に
と

っ
て
外
的

で
あ
る
と

い
う
存
在

は

反
省

と

の
関

係
を

通

じ

て
構

成
さ

れ

た
も

の
な

の
で
あ

る

。

一
言

で
言

え

ば

、
外
的

反
省

で
問
題
と

さ
れ

て
い
る
根
本
事

態

は
、

反
省
-
他

な

る
存

在
と

い
う
、

そ
れ
自
体

ひ
と

つ
の
本
質
-
存

在

関
係
な

の
で
あ

る
。外

的

反
省

は

反
省
に
と

っ
て
外
的

な
存
在

を
前
提
す

る
反
省

で
あ

っ
た
。

そ

の
よ
う

に
前
提

さ
れ

る
存
在

と

は
、
実

は
、
反
省
-

他
な

る
も

の
と

い
う

関
係
を
通

じ

て
構
成

さ

れ
た
存

在

な

の
で
あ

る
。

こ

う
し

た
関
係

に
お

い
て
存

在
が

「
前

提
」

さ
れ
る

こ
と
は
、

ニ
ー

二

で
見

た
よ
う

に
、
規
定

を
成
立
さ

せ

て
い
る
区
別

対
立

の
止

揚
と

し

て
捉
え

ら
れ

る
。
そ

の
か
ぎ
り

で
、
存
在

と
反
省

と

の
問

に
存
立

し
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た
、
相

互
に
他
な

る
も

の
と

い
う
区

別
対
立
も

止
揚

さ
れ

て

い
る
と

い
え

る
。

そ
こ
で
、

先

の
引

用
部

に
続

い
て

へ
ー
ゲ

ル
は
次

の
よ
う

に
言
う
。

「
し
か
し

、
外
的

反
省

は
こ

の
措
定

を
直
接

に
止
揚
し

て

い
る
。
と

い
う

の
は
、

外
的

反
省

は
直

接
的
な

も

の
を

前
提
し

て

い

る
か
ら

で
あ

る
」
(
二
五
三
頁

)。

こ

の
よ
う

な
外
的

反
省

の
構
造

は

措

定
的

反
省

と

同

じ

で
あ

る

こ
と

が
気

付

か
れ

る
。

つ
ま
り

両

者

は
、

区
別
対
立

の
設
定

と
そ

れ

の
止
揚

と

い
う

同
じ
運
動

を
行
な

っ

て
い
る
。

こ
う

し
た
議
論

を
通

じ

て
、

へ
ー
ゲ

ル
は
思
惟

に
と

っ
て
端
的

に

外
な

る
も

の
を
前

提
す

る
哲
学

上

の
立
場

が
持

つ
困
難
を
指

摘
し

て

い
る
よ
う
に
思
わ

れ

る
。
時

に
わ

れ
わ

れ
は
、
対
象

が
思
惟

の
手

の

届

か
な

い
彼
方

に
あ

る
こ
と
を
思

う
。

し
か
し
本
当

は
、

こ
う
思

っ

た
と
き

す
で

に
、

わ
れ
わ

れ
は

そ

の
対
象

を
思
惟

し
て
し
ま

つ
て

い

る
。

つ
ま
り
、
わ

れ
わ

れ

の
思
惟

の
外
な

る
も

の
と

し

て
考

え
て
し

ま

っ
て

い
る
。
本

当

に
わ

れ
わ

れ

の
思
惟

の
届

か
な

い
先

は
、
わ
れ

わ
れ

は
は
そ
れ
を
考

え

る
こ
と
さ
え

で
き

な

い
。

し
た

が

っ
て
、
そ

れ

は
わ

れ
わ

れ

の
思

惟

の
外

と

い
う

規
定

を
受

け
る

こ
と

さ
え

な

い
。

そ
の
意

味

で
、

思
惟

に
と

っ
て
外
的

で
あ

る
と

い
う
規

定
も
、

や
は
り

一
つ
の
規
定

な

の
で
あ

る
。

ま
と

め
て

お
こ
う
。
外

的
反
省

に
お

い
て
は
、
存
在

は
反
省

に
と

っ
て
外

的
な
も

の
と
し

て
前

提
さ

れ
た
。

し
か
し

、
こ

の
前

提
そ

れ

自

体
が

反
省

の
生
み
出

し
た
も

の
で
あ
り
、

反
省

に
よ

っ
て
止
揚
さ

れ
る
も

の
で
あ

る
こ
と

が
示

さ
れ

た
。

こ
の
こ
と

で
、

反
省

が
存

在

に
と

っ
て
外

的
な

も

の
で
は
な
く
、

む
し

ろ
内

的
な
も

の
で
あ

る

こ

と

が
示
さ

れ
た

の
で
あ

る
。

「
直
接

的
な
も

の
は
反
省

を
通

じ
て
反

省

に
と

っ
て
否
定
的

な
も

の
と
し

て
、
あ

る

い
は
反
省

に
と

っ
て
他

な

る
も

の
と

し

て
規
定

さ
れ

た
。
し

か
し
、

反
省

自
身

が

こ
の
規

定

を
否

定
す

る
も

の
な

の
で
あ

る
」

(二
五

三
頁

)。

か
く
し

て
、
外

的

反
省
と

措
定

的
反
省

が
統

一
さ
れ

る
。
こ

の
ふ
た

つ
の
反
省

の
統

一

と

し

て
導

入

さ

れ

る

の

が

、

「
規

定

的

反

省

切口
①
。・島
∋
∋
o
巳
①

カ
oコ
①メ
δ
コ
」

で
あ

る
。

ニ
ー

四

、

こ

れ
ま

で

の
運

動

の
総

括

と

し

て

の

規
定

的

反
省

先

に

の
べ
た
よ
う

に
規

定
的

反
省
は
措
定

的
反
省

と
外

的
反
省

と

の
統

]
と
し

て
把
握
さ

れ
る
。

こ
こ

に
お

い
て
初

め
て
、

わ
れ
わ

れ

は
措
定

的
反
省

と
外
的

反
省

が

反
省
論
全
体

の
な

か
で
持

つ
位
置
価
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を
見
極

め

る
こ
と

が

で
き

る
。
措
定

的

反
省

が
立

て
る

「
措

定
さ

れ

た
存

在

」

は
本
質

-

存
在

関

係

に
即

し

て
立

て
ら

れ

た
規

定

で
あ

る
。

し
か
し
、

そ

こ
で
は
こ

の
本
質

-
存
在

関
係
と

、

こ
の
関
係
自

身

に
お
け

る
自

己
同
等
性

に
お

い
て
成
立
す

る
存
在

と
が
相

即
的

で

あ

る
こ
と
は
顕
在

化
し

て

い
な

か

っ
た
。
も

ち

ろ
ん
、
反
省

の
構
造

自
身

か
ら
明
ら

か
な
よ
う

に
、
本
質
ー

存
在

関
係
と
存

在

は
相
即
的

な
も

の

で
あ
り
、

深
層
構
造

に
注

目
す

れ
ば

措
定
的

反
省

の
段
階

で

も
本
質
ー

存
在

関
係
と
存

在
は
相

即
的

な
も

の
で
あ
る
。

そ

の
た

め

に

一
方

が
立

て
ら
れ

る
と

即
座

に
他
方

が
立

て
ら

れ
る
と

い
う
運
動

が
生

じ
る
。
し

か
し
、

両
者

の
相
即

性

が
顕

在
化

し
て

い
ず

、
両
者

の
間

の
対
立

が
前

面

に
出

て

い
る
が
ゆ
え

に
、

一
方

が
立

て
ら
れ

る

と
他
方

が
立

て
ら
れ

る
と

い
う
運
動

は
、
他

方
を
自

分
か
ら

突
放
す

と

い
う

様
相
を
呈

し
た

の
で
あ

る
。
そ

の
意

味

で
、
措

定
的

反
省

の

段
階

に
あ

っ
て
は
、

「
直

接
的

な
も

の
は
自

己
内
還

帰

に
対

す

る
絶

対
的

な
関
係
を
持

っ
て
お
り
、
自

己
内

反
省

の
う

ち
に
あ

る
も

の
で

あ

る
が
、

こ

の
反
省

自
身

で
は
な

い
」
(二

五
五
頁

)
と
主
張

さ
れ

る

の
で
あ

る
。

こ
の
点

に
、

次

の
外

的
反
省

が
登
場

し
て
く

る
必
然
性

が
あ

っ
た

と
言
え

る
。
措

定
的
反
省

で
は
ま

だ
示

さ
れ

て
い
な
か

つ
た
両
者

の

相
即
性

を
示

す
こ
と

が
外

的

反
省

の
課

題
だ

っ
た
。
外

的
反
省

の
運

動

は
、
存
在

が
反
省

に
と

っ
て
他
な

る
も

の
で
あ

る
と

い
う
前
提

を

廃
棄

し
、
反
省

が
存
在

に
と

っ
て
内
的

な
も

の
で
あ

る
こ
と
を
示

し

た
。

一
言

で
言
え
ば
、

反
省

が
存

在
す

る

こ
と

が
示
さ

れ
た

の
で
あ

(
-o
>

る
。

「
し
た

が

っ
て
、
措

定

さ
れ
た
存
在

は
そ

の
も

の
と

し

て
は
否

定

で
あ

る
が
、

前
提

さ
れ
た
も

の
と
し

て
自
己
内

還
帰

し
た
否
定

で

あ

る
。
か
く

し

て
措

定
さ
れ

た
存
在

は
反
省
規
定

で
あ

る
」
(
二
五
六

頁

)
。
か
く

し

て
、

わ
れ
わ
れ
は
本
稿

に
お
け

る
論
究
課
題

で
あ

っ
た

「
反
省

規

定

」

の
概
念

を
得

る
。

そ

れ
は

「
自

己
内

還

帰
し

た

否

定
」

で
あ

る
と
呼
ば

れ
る
。

こ
こ

で
の
自

己
内

還
帰
は
、
自

己

に
戻

っ
て
自

己
と

一
致
す

る
こ
と
を
示

し
、

わ
れ
わ

れ
が
自

己
同

等
性
と

い
う
概

念

の
も

と

に
論

じ

て
き

た
と

こ
ろ

の
も

の
で
あ

る
。
し

た
が

っ
て
、

反
省
規

定
と

は
そ
れ
自
身

に
お

い
て
自

己
同
等
性
を

具
え

た

否
定

で
あ

る
。
換
言
す

れ
ば

、
そ
れ
自
身

に
お

い
て
存
在
性

を
備
え

た
本
質
規
定

に
外
な

ら
な

い
。

こ
れ
ま

で
に
論

じ
て
き
た
構
造

に
即

し

て
、

こ

の
事
態
を

ま
と

め

て
お
こ
う
。

本
質

は
現
象

と

の
対

立
区

別
を
通

じ
て
、

現
象

は
本
質

と

の
対
立
区

別
を
通

じ
て
そ

れ
ぞ
れ
規

定
さ
れ

る
も

の
で
あ

っ
た
。

し

か
し
、
本
質

は
自
分

の
現
象
と

関
わ

り
、
現
象

は
自
分

の
本
質
と
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関
わ

る
も

の
で
あ
る

か
ら
、

こ
こ
に
は
自

己
同
等
性

も
含
ま

れ

て

い

る
。

こ

の
自

己
同
等
性

が
存

在
性

の
内
実
を

成
し

、
本
質
-

現
象

関

係

は
、

自

分
自

身

が
持

っ
て

い
る
自

己

同
等

性

に
お

い
て
存
在

す

る
。
ま

た
、

こ

の
関
係

の
存

在

は
、
関
係
自

身

の
持

つ
内
的

構
造

に

応

じ

て
複

雑
な

構
造

を

持

つ
も

の
だ

つ
た
。

す

な
わ

ち
、

直

接

的

デ
ー
タ

で
あ

る
現
象

の
存

在

が
、
同
時

に
、

そ
こ
に
現
わ

れ

て
い
る

本
質

の
媒
介
さ
れ

た
存
在

で
も
あ

っ
た

の
で
あ

る
。

い
ま

や
、

こ
う

い

っ
た
自

己
同
等
性

に
よ

る
存

在
性
と

本
質
ー
存

在

関
係
と

の
相
即
性

が
反
省

論
全
体

の
運
動
を
通

じ

て
顕
在

化

さ
れ

た
。
反
省

諸
規
定
と

は
、
存

在
性
を

そ
れ
自
身

に
具
え

た
本
質
ー

存

在

関
係

の
内

部
構
造

を
、
言

い
換
え

れ
ば
自
体
的

に
存
在

す

る
否

定

性

の
構

造
を
記
述
す

る
も

の
な

の
で
あ

る
。

し
か

し
な
が
ら
、

本
質
-

現
象

の
よ
う

に
、
関
係
項

が
は

っ
き

り

と

自
立
化

し
た
形

の
本
質
関

係
が
論

じ
ら

れ
る

の
は
実

際

に
は
ず

っ

と
後

の
こ
と

で
あ

り
、

こ
こ

で
は
本

質
論
冒

頭
部
と

い
う

位
置

価
を

顧
慮
し

て
お
か

な
く

て
は
な
ら
な

い
。
仮
象

を
論

じ
た
際
、

わ
た
し

は
仮
象

に
お

い
て
存

在
す

る

の
は
差

当
り
本

質

へ
の
関
係
だ

け

で
あ

っ
て
、

そ

の
関

係
か
ら
自

立
し

た
存

在
も

本
質
も
ま
だ

与
え

ら
れ

て

い
な

い
と
主
張

し
た
。
今

、

反
省

規
定

の
構

造

に
お

い
て
も

、
同

じ

こ
と

が
指
摘

で
き

る
と
思
う

。
も
と
も

と
反
省

と
は
、

仮
象

と
同

じ

根

本
事
態
を

論
じ

た
も

の
で
あ

っ
た
。

た
だ
、
仮

象

は
直
接
性
な

い

し
存

在

の
面

に
重
点

を
置
き

、
反
省

は
否
定
な

い
し
本

質

へ
の
関

係

に
重

点
を
置

い
て

い
る
と

い
う

違

い
だ

け

で
あ

る
。

反
省
論

の
展

開

は
、

こ

の
本
質

へ
の
関
係

、
否

定

こ
そ

が
存

在

す

る

こ
と
を

示

し

た
。
そ

の
成

果
が

反
省

規
定

で
あ

る
。
そ

の
意

味

で
、

反
省
規
定

は

そ
れ
自
身

に
お

い
て
関
係

で
あ
る

よ
う

な
規
定

で
あ

る
と

い
う

へ
ー

ゲ
ル

の
主
張
を
理
解

で
き

る

の
で
あ

る
。

結
語

「
こ
れ
ら

の
諸
規

定
は
、

本
質

の
な
か

に
あ

る
と

こ

ろ
の
規
定

さ

れ
た
仮
象

、
本
質

的
仮
象

で
あ

る
」
と

い
う
命

題
を
手

が
か

り
と
し

て
、
わ

れ
わ

れ
は

こ
の
論
究

を
始

め
た

が
、

こ
れ
ま

で

の
考
察

か

ら

こ

の
命

題

の
意

味

す

る

と

こ

ろ
が

明

ら

か

に

な

っ
た
。

「
同

↓

性
」
、

「
区
別
」

、

「
矛

盾
」
と

い

っ
た
反
省
規
定

は
、
仮

象
と
同

様

に
関
係
項

が
自

立
す

る
以
前

の
本
質
-
存

在
関

係

に
お

い
て
成
り

立

つ
規

定

で
あ
る
。
し

か
し
、

そ
れ
は
仮
象

と

は
異
な
り
、

規
定

が

存
在
性

を
そ

れ
自

身

に
お

い
て
具
え

て

い
る

こ
と

が
示

さ
れ
た
規

定
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で
あ
り
、

そ

の
こ
と
は

反
省

論
を

通
じ

て
示

さ
れ

た
。
そ
し

て
、
本

質
論
全
体

の
叙
述

の
秩
序

の
な

か
で
は
、

反
省
規
定

は
関
係
項

が
自

立
す

る

「
根
拠
」

の
カ
テ
ゴ

リ
ー
に
先
行

し
、

こ

の
カ

テ
ゴ

リ
ー
を

準
備
す

る
箇
所

に
位
置
す

る
。
と

り
わ
け

「
矛
盾

」
は
、
存
在

と
本

質
と

が
分
離
自
立

化
す

る
分
岐
点

に
位
置

し

て

い
る

の
で
あ

る
。

そ

う
し

た
反
省
規

定

の
叙

述
自
体

を
追
跡
す

る

こ
と

が
新

た
な
課
題
と

し

て
生

じ

て
く
る
。

し
か
し
、

こ

こ
で
は
反
省
規

定

の
生
成

を
再
構

成

し
、

そ

の
こ
と
を
通

じ

て
、
反
省
規
定

を

理
解

す
る

上
で
前
提

さ

れ
る
独

特

な
存

在
概
念

、
独
特

な
規
定

の
構

造
を
解
明

し
た

こ
と

を

も

っ
て
満
足
し

よ
う
と

思
う
。

*

へ
ー
ゲ

ル
か
ら

の
引
用

は

O
o。。§

日
o冨

毛
9
冨

の
十

一
巻

の
頁
数

を
示
し

た
。
な
お

、
丸
括

弧
内

は
筆
者

に
よ
る
補

い
で
あ

る
。

註

(
1
)

<
.
=
α
鴇

回
頃
o
oQ
o
尻

o。
誘
8
∋

耀
一
〇
◎Q
oo
.gり
」
い
ひ
h
『

(
2
)
困

望

。・
冨

ヒ

。
匿

葺

鑓
ε

巳

≦

匹
。
「ω
琶

。
7
」
『

9

。
ヨ
巴
・
島

ζ
。
塁

。・7

0
勲
ひ

一
〇
望

.ω
し
P
ひ
'

「
十

九

世

紀

以

来

今

日

ま

で
様

々

に

公

表

さ

れ

て

き

た

見

解

と

は

逆

で

、

へ

ー

ゲ

ル

は

存

在

論

的

な

矛

盾

だ

け

で

な

く

、

論

理

的

な

矛

盾

を

も

犯

し

て

い

る

。

そ

れ

も

、

思

弁

的

形

而

上

学

的

動

機

か

ら

、

矛

盾

を

犯

し

て

い

る

」

。
(
3
)

鍔

ω
0
7
巨

自

響
=
o
o。
①
房

ぢ

uq
爵

」
O
り
P
▼ω
.8

・

「
ま

っ
た

く

正

当

に

、

ま

た
説

得
的

な

テ
キ

ス
ト
上

の
証
拠

を
以

て
、

K

・
デ

ュ
ー
ジ

ン
グ

は

(上

記

の
注

の
よ

う

に
)

定

式

化

し

て

い
る

。

(中

略

)

こ

れ

は
正

し

い

が
、

(
へ
ー

ゲ
ル

の
)

弁
護

者

に
対

す
る
非
難

と

し
て

は
完
全

で

は
な

い
。

へ
ー

ゲ

ル
が
言

っ
て

い
る

こ
と

は
、

へ
ー
ゲ

ル

の
論

理
学

が
行

な

っ
て

い
る

こ
と

か
ら

区
別

さ
れ
ね
ば

な
ら
な

い
」
。

(4
)

こ

の
よ
う

に
考
え

る
解

釈
者

と

し

て
は

、
9

」
冨
「曽
ζ
Φ9
「
ξ
。・欝

魯
。。2
三
〇「

閃
9
自二
8

巴
一一彗

這
8

"o。
」
ひ
P

¢
暴

.も
ち

ろ
ん

わ
た
し
も

、
反

省
論

に
お
け
る

矛
盾

が

『論

理

の
学
』

全
体

の
な

か

で
も

枢
要

な
位

置
を

占

め
る

こ
と
を
否
定

し

な

い
。
し

か
し
、

そ
れ

は
、

「論

理

の
学

』

が
描
き
出

す

実
在

の
構
造

の
全

体

の
な
か

で
、
矛

盾

が
占
め

る
位

置
に

よ
る

こ
と

で
あ

る
。(5

)
こ

の
関
係

に

つ
い
て
、
わ
た
し

は
判
断
論

と

の
関
係

か
ら
論
じ

た
こ

と
が
あ

る
。

「反
省

と
判

断
」

『哲

学
論
叢

』

一
九

号
、

一
九
九

二
年

。

(6
∀

ロ
ー

ス
も

同

様

の
指

摘
を

行

な

っ
て

い
る

。
即

ヵ
o房

扇
o
暮

毎
畠

O
旨
ロρ

6
。。P

。り
.いい
.
「
純

粋

な

媒
介

か

ら
実

在

的

媒

介

へ
の
発

展

、

つ
ま

り
、
最

初

の
も

の
と
し

て

の
本

質

か
ら
根
拠

と
し

て

の
本
質

へ
の
発
展

の
内

実

は
、

(本

質

と
存

在

の
)
区

別

が
出

て
来

る
と

い
う

こ
と

の
な

か

に
あ

る
」
。

こ

こ
で

ロ
ー

ス
は
本
質

と
存
在

の
自

立
化

を
、

区
別

と

い
う
言
葉

で

表
し

て

い
る
。
わ

た
し

は
、

し

か
し

、
本
質

と
存

在

と
は
仮
象

の
段
階

で
も

区
別

は
さ

れ
て

い
る
と
考

え

る
。

そ
う

で
な
け

れ
ば
、

両
者

を
別

々
に
論

じ

る

こ
と

の
意

味
が

な
く

な
る

。
両
者

が
自

立
化
す

る

に
は
、

両
者

そ
れ

ぞ
れ

が
自

己
同
等

性
を

具
え

る

こ
と

が
要

件

で
あ
り
、

仮
象

で
は
そ

れ
が
達

成
さ

れ

て

い
な

い
だ

け

で
あ
る
。

(
7
∀

ヘ
ン
リ

ッ

ヒ
も

、
否

定

の
基

本
的

意
味

を

関
係

の
う

ち

に
見

て

い

る

。
P

=
9
ユ
Oダ

=
OαqO房

ぢ

oQ
貯

自
O「カ
Oコ
O×
δ
3
」
『

=
品
9
あ
ε
島
昌

uロ
Oぎ
OP

一〇Q

一呂
oo
.

(8
)
こ

の
存
在

概
念

は
、

へ
ー
ゲ

ル
論
理

学

の
な
か

で
自

然
学
的

認
識

の

基
礎

を
論

じ
る

際

に
重

要

な
役
割

り
を

は
た
す

。
拙

論

「
へ
ー
ゲ

ル
論

理
学

に
お

け

る
科

学
的

知

識

の
成

立

」

『
ア

ル
ケ

ー
』

二
号

、

一
九
九

四
年

。
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『論
理

の
学
』

「概

念
論
」

の
客

観
性

の
章

で
は
、
力

学

・
化

学

・
目
的

論

と

い

っ
た
自
然

学
的

カ

テ
ゴ

リ

ー
が
論

じ
ら

れ

て

い
る

が
、

こ

の
客

観
性

と

い
う
存
在

の
在

り
方

が
個
別

的
存

在
と

普
遍

的
本
質

と

の

一
致

を
通

じ

て
獲

得

さ
れ

る

こ
と
を
、

わ
た
し

は
前

掲
論

文

で
示
し

た
。

こ
れ

が
、
今

わ
れ

わ

れ
が
論
じ

て

い
る
構

造
と

対
応

す

る
も

の
で
あ

る
こ
と

は
明
白

で
あ

ろ
う

。

さ
ら

に

へ
ー
ゲ

ル
は
、

こ

の
存

在
と

本
質

と

の

一
致

の
完
成

態

を
理
念

の

う

ち

に
見

て
取

り
、

次

の
よ
う

に
も
語

っ
て

い
る

。

「
理
念

が
概
念

と
実
在

性

と

の
統

一
で
あ

る
こ
と

に
よ

っ
て
、

存
在

は
真

理

の
意

味
を

獲
得

し
た
」

(十

二
巻

一
七
五
頁

)。

理
念

が
、
真

理
と

い
う

意
味

を
獲

得
し

た
存
在

で
あ

る
と

い
う

こ
の
主
張

の
意
味

も
、

わ

れ
わ

れ
が
今
問

題

と
し

て

い
る
構
造

か

ら
解

釈

さ
れ
る
も

の
と
思

わ
れ
る
。

な
お
、

こ
の
よ
う

に
存
在

概
念

の
多

様
な

意
味

を
探
究

す

る

へ
ー
ゲ

ル
論

理
学
と
、

存
在

の
意

味
を

カ

テ
ゴ

リ

ー
存
在

、
可
能

現
実

と
し

て
の
存
在
、

真

理
存
在

に
分
類
し

た

ア
リ

ス
ト

レ
ス

の
存

在
論

と

の
関
係

は
興
味

深

い
問

題

で
あ
り

、
稿
を
改

め

て
論

じ

て
み
た

い
。

(9
)
以
上

の
具
体
例

で
は
、
本
質

と

現
象
と

い
っ
た
、

「本
質

論
」

の
な

か
で
も

ず

っ
と
後

で
論
じ

ら
れ

る

カ
テ
ゴ

リ
ー
が
考

察

さ
れ
た

。
し

た
が

っ

て
反
省
論

に
関
す

る
例
と
し

て

は
必
ず

し
も
適

切

で

は
な

い
。

し

か
し
、
事

柄

を
見

る
た

め
に

は
好
便
な

例

で
あ
り

、

モ
デ

ル
ケ

ー

ス
と
し

て
の
機
能

を

は
た
す
も

の
と
思
う

。

(
-o
)

イ

ー

バ
ー

は
こ
う

し
た

こ
と

を
次

の
よ
う

に
言

い
表

し

て

い
る

。

「
こ

の
合

致

は
、
本

質
的

な
直
接

性
を

構
成

す
る

。
し

た
が

っ
て
、

自
分
自

身

を
否
定

す

る
反
省

と
直
接

性

と
は
直

接
性

の
側

に
お

い
て
同

一
的

な
も

の

と
し

て
措

定

さ
れ

て

い
る

」
。
9

.ぎ
oこ

巳

.。。
」
8
「

こ

の
把
握

は
的
確

で
あ
り

、
外

的
反
省

か

ら
規

定
的

反
省

へ
の
移
行

は
、

前
提

が
す

で
に
そ

れ

自

体
措
定

で
あ
る

こ
と
を
示

す

こ
と

に
あ

る
と
す

る
彼

の
理
解

は
正

確

で
あ

る
。
し

か
し

、
そ

の
過
程

の
分
析

は
説

得
的

で
は
な

い
。
イ

ー

バ
ー
に
よ

る

と
、
直

接
性

も

一
つ
の
規
定

で
あ
り
、

こ

の
直
接

性
を

前
提
す

る

と
は
直
接

的
な
も

の
と

し

て
規

定

す
る
こ

と
、

す
な

わ
ち
措

定
す

る
こ

と

に
外
な
ら

な

い
。

こ

の
こ
と

が
示
さ

れ
る

こ
と

で
規
定

的
反
省

に
移

る
と

い
う

の
だ

が
、

こ
れ

で
は
、

こ

の
措
定

が
直
接

性

が
前
提

さ
れ

る
こ
と

に
よ

っ
て
止
揚

さ
れ

る
と

い
う

へ
ー
ゲ

ル
の
主

張
が

、
意
味

を
な

さ
な
く
な

る
と
思
わ

れ
る

。

89/仮 象 と反省



den Handlungsfolgen abhangen. In Bezug auf die zweite Ahnlichkeit kommt es fur die 
Regelutilitaristen auf das allgemeine Gliick als Konsequenzen der allgemeinen Praxis nach 

einem Grundsatz an. Fur Kant kommt es aber darauf an, ob die Maxime oder der Wille selbst 

sich selber nicht widerspricht, and nicht darauf, ob das Gluck als Handlungsfolge hervorgebracht 

wind. 
    In diesem Artikel mochte ich durch die Betrachtungen aber diese Probleme die Einstellung 

Kants als Deontologen aufklaren.

           Schein and Reflexion 
- eine Interpretation eines Kapitels der Wissenschaft der Logik Hegels -

Masao YAMAWAKI

    Der Hegelsche Gedanke fiber den Widerspruch wird auch noch heute vielfach diskutiert. 
Um diesen Gedanken rchtig aufzufassen, mug man die Widerspruchstheorie, die Hegel im 

Abschnitt der Reflexionsbestimmungen in der Wesenslogik dargestellt hat, zuerst analysieren. 

Da aber Hegel die Reflexionsbestimmungen als "bestimmter Schein" bezeichnet hat, mussen 

die Bedeutungskonstituenten "bestimmt" and "Schein" vorerst erlautert werden. 

    Der Schein kann als wesenloses nichtiges Sein definiert werden. Nach Hegel kommt 
diese Nichtigkeit aus dem Wesen selbst, weil das Sein erst dadurch als nichtig bestimmt wird, 

dab es sich auf das Wesen bezieht. Mit anderen Worten stellt auch die Wesenlosigkeit, die den 

Schein charakterisiert, eine Beziehung auf das Wesen dar. In der Nichtigkeit des Scheins 

erscheint also das Wesen selbst. Diese Nichtigkeit ist nun die einzige Bestimmung, die am 
Beginn der Wesenslogik gegeben ist. Das Sein wie auch das Wesen haben auf dieser Stufe 

keine andere Inhaltsbestimmung daruber hinaus. Daraus ergibt sich, daB Sein and Wesen auf 

der Stufe des Scheins noch nicht verselbstandigt sind, wenngleich sie allerdings unterschieden 

werden konnen. Aus dieser Unselbstandigkeit erhellt sich der Stellenwert, den der Schein in 

dem Darstellungsgang der Wesenslogik hat. 
    Die andere Bedeutungskonstituente der Reflexionsbestimmung ist die der Wesenslogik 

eigentumliche Bestimmtheit, deren Bedeutung durch die Relation von Sein and Wesen 

determiniert wird. Die Wesensbestimmung steht immer in dem Korrelationsverhaltnis mit der 

ihr korrespondierenden Seinsbestimmung and ihre Bedeutung wird durch dieses Verhaltnis 

bestimmt, wie z.B. die Bedeutung der Wesensbestimmung'Grund' durch die Beziehung auf die 
Seinsbestimmung 'Begrundetes' als ihr Bedeutungskorrelat entschieden ist. Auch die 

Reflexionsbestimmungen grunden auf der Relation von Sein and W esen. Aber unsere Uberlegung 

fiber den Schein zeigt, daB das Sein and das Wesen am Beginn der Wesenslogik noch nicht 
verselbstandigt sind. Die Reflexionsbestimmungen rind Bestimmungen sowohl des Seins als 

auch des Wesens, wie die Nichtigkeit des Scheins auch die Bestimmung des Wesens war. Dies 

gilt auch fur den Widerspruch als eine der Reflexionsbestimmungen.
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