
ハ

イ

デ

ッ

ガ

ー

の

へ

ー

ゲ

ル

解

釈

1

意
識
の
二
義
性
と
意
識
の
転
換

橋

本

武

志

序ハ
イ

デ

ッ
ガ

ー
は
、
そ

の
著
作

に
於

い
て
幾

度

と
な

く

へ
ー
ゲ

ル

に
言
及

し

て

い
る
。
例

え
ば

、

「存

在
と

時
間

」
で

は
、

へ
ー
ゲ

ル

の
時

間
論
を

批
判

し
、
そ

の
後

も
全

集

三
十

二
巻

「
へ
ー
ゲ

ル
の
精

神

現
象

学
」
で
は

、
存
在

の
有
限
性

と

い
う

立
場

か

ら

「精

神
現

象

学
」
の

「自

己
意

識
」
の
章
ま

で
を
批

判

的

に
読
解

し
、
最

終
的

に

は

「
へ
ー
ゲ

ル
と

ギ

リ

シ
ア
人

た
ち
」
に
於

い
て

へ
ー
ゲ

ル

の
ギ
リ

シ
ア
哲
学

理
解

の
不

十
分

を
批

判
す

る
な

ど
、
へ
ー
ゲ

ル
を

「
形
而

ハ
ご

上
学

の
完
成
者

」
(O
>
り
P
.O
口
。芝
7
n
ψ轟
P
P
◆)
と

い
う
点

で
、
積
極

的

に

取

り
上

げ

て
批
判

し

て

い
る
。
し
か

し
、
同

じ
く

「
形

而
上

学

の
完

成

者
」

と

見
倣

さ

れ

る

二
i
チ

ェ
に
対

し

て
の
批

判

の
舌
鋒

の
鋭

さ
、
論

述

の
分
量

の
多

さ

と
比

べ
る
と
、
ハ
イ

デ

ッ
ガ
ー

の

へ
ー
ゲ

ル
批

判
は

、
何
処

か
明

快

さ
を

欠
き

、
ま

た
そ

れ
が
為

さ

れ

る
場

合

で
も
断
片

的
も

し
く
は
図
式

的

に
述

べ
ら

れ
る
に
と
ど
ま

っ
て

い
る

こ
と

が
多

い
。

へ
ー
ゲ

ル

に

つ
い
て

の
最
も

詳
細

で
ま

と
ま

っ
た
著

述

『
へ
ー

ゲ

ル

の
経

験
概
念

」
は

、

「
精
神

現
象

学
」

の

「
緒

論

(顛
巳
。ぎ

謁

)
」

全

十
六

段
瀧
を

一
段

落
ず

つ
、
ほ

ぼ
逐

語
的

に
解
釈

し

て
お
り

、
テ

キ

ス
ト

に
即
し

た

コ
メ
ン
タ
リ

ー

の
体

裁
を

な
し

て

い
る
。
い
や
そ
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れ
ど

こ
ろ
か
、
い
く

つ
か

の
箇
所

で
は

へ
ー

ゲ

ル
の
不
十

分
さ
を
批

判
し

て
は

い
て
も

、
全

体

と
し

て
は

「
緒
論

」
に
現
わ

れ

た
限

り
で

の

へ
ー
ゲ

ル
の
思
想

に
賛

同
し

て

い
る
よ
う

な
印
象

す
ら

与
え

る
。

つ
ま
り

、
へ
ー
ゲ

ル

に
対

す

る

ハ
イ

デ

ッ
ガ
ー

の
姿

勢
は

非
常

に

ア

ン
ビ

ヴ

ァ
レ
ン
ト

で
あ

り
、
真

意

が
読

み
取
り

に
く

い
の

で
あ

る

。

と

は

い
え

こ

の
論

考

は
、
ハ
イ

デ

ッ
ガ

ー
が
彼

独
自

の
概
念

を
用

い
て

「
緒

論
」
を
読

み
解

い
た
と

い
う
だ

け

の
も

の
で

は
断
じ

て
な

い
。
こ

の
論
考

で
は

、
要
所

要
所

で

か
な
り

強
引

な
読

み
込

み

が
行

わ

れ

て
お

り
、
へ
ー

ゲ

ル
の

「精

神
現

象
学

」
の
読
解

と

い
う

形
を

借

り

て
、
ハ
イ

デ

ッ
ガ

ー
自
身

の
思
想

が
語
り

出

さ
れ

て
も

い
る
の

で
あ

る
。
そ

れ
故

に

こ
そ

、
こ
こ

で
の

へ
ー
ゲ

ル
批
判

の
矛

先

が
何

処

に
向

け
ら

れ

て

い
る

の
か
が

不
明
瞭

と
な

り
、
何

か
歯

切
れ

の
悪

い
も

の
に
見
え

る

の
で
あ

る

。

以

上

の

よ
う

な

事
態

を

念

頭

に
お

い
て
、
本

論
文

で
は
、

こ

の

「
へ
ー

ゲ

ル
の
経
験

概
念

』
に
反
映

さ

れ
た

ハ
イ

デ

ッ
ガ
ー
自
身

の

思
想

を
解

読
す

る
こ
と

を
通

じ

て
、
ハ
イ

デ

ッ
ガ
ー
が

へ
ー

ゲ

ル
の

ど
う

い
う

点
を
評

価
し

、
ま

た
何
を

不
十

分
と
考

え

て

い
る
の
か
を

浮

き
彫

り

に
す

る
こ
と

を
試

み

る
。
そ

の
結

果
と

し

て
、
何
故

に

ハ

イ

デ

ッ
ガ

ー
が

「
緒
論

」
を

殊
更

に
取

り
上

げ

て
解
釈

し
た

の
か
と

い
う

理

由
、
な
ら
び

に

ハ
イ

デ

ッ
ガ
ー

が

へ
ー
ゲ

ル
に
対

し

て
曖

昧

な
態

度
を

取
ら
ざ

る
を
得

な

い
理
由

の

一
端

が
明
ら

か
と
な

る
で
あ

ろ
う

。

本
論

文
全
体

の
方

向
性

と
し

て
は
、
コ
メ
ン

タ
リ
ー
と

い
う
形

を

と

っ
て

い
る
が
故

に
真
意

の
読

み
取
り

が
困
難

な

ハ
イ
デ

ッ
ガ
ー

の

テ

キ

ス
ト
を
、
再
構

成
す

る
と

い
う

仕
方

を
取

る

。
そ

の
際
我

々
が

主

導

的

な
観
点

と
見

徹
す

の
は

「
二
義
性

(N
竃
。
達
。
三
慮
ざ
ε

」
と

い
う

概
念

で
あ

る
。
そ

こ

で
、
ま
ず

第

一
章

で
は
学

及

び
絶

対
者

に

つ

い
て

の

ハ
イ

デ

ッ
ガ

ー

の
解

釈
を

、

「
学

の
現

わ

れ

の

二
義

性
」

を
手

掛

り

に
し

て
追
跡

す

る
。
こ
こ

で
、
ハ
イ

デ

ッ
ガ

ー
が

絶
対

者

に
与

え

て

い
る
特
異

な
位
置

を
確
認

す

る
こ
と

に
な

ろ
う
。
第

二
章

に
於

い
て
は
、

「精

神
現

象
学

」

の
中

心
概

念

で
あ

る

「
意
識

」

の

本

性

に

つ
い
て
の

ハ
イ
デ

ッ
ガ

ー

の
解

釈

を

「
意

識

の

二
義

性

」
と

い
う
観

点

か
ら

明
瞭

に
す

る

。
し

か
る

の
ち

に
、
第

三
章

で
、
前

二

章

で
論

じ
ら

れ
た
事

態

の
根

本

前
提

を

明
ら

か

に
し

、

ハ
イ

デ

ッ

ガ

ー
の

へ
ー
ゲ

ル
解
釈

の
核

心
を
取

り
出
す
と

同
時

に
批

判

の
中

心

点
を

明
瞭

に
す

る
。

第

一
章

「
学

の
現
わ
れ
」
に
関
す
る
二
義
性
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へ
ー
ゲ

ル

の
め
ざ

す
と

こ

ろ
は

「
学

(≦
露

o旨

島
珠
C
」

の
構
築

で
あ

る

。
こ

こ
で
言

わ

れ

て

い
る
学

と
は

、
諸

々
の
学

の
う

ち

の
ひ

と

つ
と

い
う

よ
う

な
も

の

で
は

な
く

、
そ

れ
の

み
が
学

の
名
を
受

け

る

に
ふ
さ

わ
し

い
よ
う

な
学

に
他
な

ら
な

い
。
し
か
し
そ

れ
は

一
体

如

何

な

る
学

か
。
へ
ー
ゲ

ル

の
い
う

学
と

は

「
絶
対

的

な
る
も

の
の

み

が
真

で
あ

り

、
あ

る

い
は

、
真

な

る
も

の

の
み
が

絶
対

的

で
あ

　　
ニ
　

る

」
O
)
と

い
う
命

題

に
集

約

さ
れ

て

い
る
よ
う

に
、
真

な

る
も

の

と

し

て
の
絶
対

者
を

認
識
す

る

よ
う

な
学

で
あ

り
、
そ
れ
以

外

で
は

あ

り
得

な

い
。
即

ち

へ
ー
ゲ

ル
に
と

っ
て
、
絶
対

者
を

捉
え

得

な

い

学

と

は
そ
も

そ

も
学
と

呼

ば
れ
得

な

い
の
で
あ

る
。

と

こ

ろ
で
、
絶
対

者
を

認
識
す

る
と

は

い

っ
て
も

そ
れ

は
ど

の
よ

う

に
し

て
遂
行

さ

れ
得

る

の
か
。
そ

の
前

に
、
認

識

が
そ
も

そ
も

絶

対

者
を

捉
え

る
に
ふ
さ

わ
し

い
か
否

か
が
吟
味

さ
れ
ね
ば

な
ら
な

い

の

で
は

な

い
か
。
し

か
し

こ

の
よ
う

な
考

え
方

は

、
認
識

を
真

理
を

捉
え

る
た

め

の
道

具
も

し
く

は
媒
体
と

見

倣
し

て
お
り

、
そ

の
根
底

に
は
、
一
方

に
絶

対
者

が

、
他

方

に
認

識
が

そ
れ

ぞ
れ
存

在
す

る

と

い
う

暗

黙

の
前
提

が
隠

さ

れ

て

い
る

。
だ

が
、
そ

の

よ
う

に
認

識

と

切

り
離

さ
れ
た

と

こ

ろ
に
、
認
識
と

は

別
に
絶
対

者

が
存

在
す

る
と

い
う

こ
と
は

、
既

に
絶
対

者
が
有

限

で
あ
る
と

い
う

こ
と
を

意

味
す

る

こ
と

に
な
り

、
絶

対
と

い
う

概
念

そ

の
も

の
に
反
す

る

。

と
す

れ
ば

絶
対
者

を
絶

対
者

と
し

て
、
絶

対
者

の
ま
ま

で
捉

え

る

認
識

は

如
何

に
し

て
可
能

な

の
か
。
へ
ー
ゲ

ル

に
よ
れ
ば

、
ま

さ

し

く

こ
う

し
た
認
識

が

可
能

で
あ

る
と

い
う

こ
と
を

示
す

の
が

「精
神

現
象

学
」
に
他

な

ら
な

い
。
意

識

が
絶
対

知

に
ま

で

の
ぼ
り

つ
め

た

と

こ

ろ
で
初

め

て
、

こ

の
可
能

性

が
証

示

さ

れ
る
と

い
う

の

で
あ

る
。
し

か
し
、
「
そ
う

は
言

っ
て
も

、
学

は

そ

れ
が
登
場

し

て
く

る

際

に

は
、
学
自
身

ひ
と

つ
の
現

わ
れ

(〇
三
。
団
房
。
『
9
昌
き

Φ。
)
で
あ

っ

て
、
学

の
登

場

は

い
ま

だ

な
お
学

を

そ

の
真

理

に
於

い
て
遂

行

し
、

展

開

し

て

い
る
わ
け

で
は

な

い
」

(ε

。

こ

の
学

は
ま

ず
自

然

な
意

識

の
立

場

か
ら
出
発

し

て
、
今
ま

で

の
意

識

の
立
場

が
挫

折
せ
ざ

る

を

得

な

い
と

い
う

こ
と
を

証
明

し

つ

つ
、
よ
り
高
次

の
立

場

に
向

か

う
と

い
う
形

で
、
い
わ
ば

従
来

の
哲
学

上

の
諸
立

場
を
論

駁

し
な

が

ら
、
絶
対
者

の
絶

対
的

認
識

に
向
け

て
上
昇

し

て
行
く
と

い
う

方
法

を
と

ら
ざ

る
を
得

な

い
。
斯

く

て
、
現
出

し

て
く

る
知
を

叙
述

す

る

(U
巽
。。
ε
=
琶

Φ。
)
と

い
う
方

法

が
と

ら

れ
る

の
で
あ

る
。

以
上

が
、
「
学

」
に
関
す

る

へ
ー
ゲ

ル
自
身

の
基
本
的

な

考
え

で

あ

る

。
だ

が
、
既

に
此

処

で

ハ
イ

デ

ッ
ガ

ー
は

「
学

の
現

わ

れ
」
と
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い
う

こ

と

に
関
し

て
独
自

の
解

釈
を

遂
行

す

る
。
即

ち

、
先

に
引
用

し
た

へ
ー
ゲ

ル
の
言
葉

の
内

に
、
ハ
イ
デ

ッ
ガ

ー
は
ひ
と

つ
の
重
大

な

「
二
義

(N
≦
。
乙
。
鼠

じ。
)」
性

(国
≦
』
り
3

を
見

て
取

る
の

で
あ

る
。

「
学

は
真

な
ら

ざ

る
知

の
空

虚

な
現

わ

れ
も
ま

た

、
そ

れ
が

そ
も
そ

も
自

ら
を

示
し

て

い
る
限
り
は

ひ
と

つ
の
現

わ

れ
で
あ

る
、
と

い
う

よ
う

な
意
味

で
の
現
わ

れ

で
あ

る

の
み

で
は

な

い
。
む

し

ろ
学

は
自

ら

の
内

に
於

い
て
、
次

の
よ
う

な
卓

越
し
た

意
味

で
現

わ

れ
だ

と

い

え

る

の
で
あ

る
。
即

ち

、
絶
対

的
認

識
と

し

て

の
学

は
光

線

で
あ

っ

て
、
こ

の

よ
う

な
光

線

と
し

て
絶
対

者
が

、
つ
ま

り
真

理
そ

れ
自
体

の
光

が
我

々
を
照

ら
す

、
と

い
う
意

味
で
現

わ

れ
だ
と

い
え

る

の
で

あ

る
」
(=
≦

』
い
3
。

つ
ま
り

、
学

は
そ

の
始
ま

り

に
於

い
て
単
な

る
空

虚

な
現

わ
れ

(島
o
『
o
お

陣

。。畠

。旨
帽
昌
oq
)
、

あ
る

い
は
見

か
け

(。。
呂
9
昌
)
に
す

ぎ

な

い
、
と

い
う

だ

け
で
は

な
く

、
絶
対

者
と

い
う

真
理

の
光
と

し

て

「
現

わ
れ

」
て
も

い
る
と

い
う

の

で
あ

る

。
学

の

「
現

わ

れ

(団
屋
畠
o
言
昌
目
oq
)」
と

い
う

言
葉

は

、
差

し

当

っ
て
は

そ

の

現
わ

れ

が
未

だ
内

容
的

に
十
分

に
充

た
さ

れ

て
お
ら
ず

、
単

な
る
見

か
け

で
あ

る
と

い
う

こ
と
を
意

味
す

る
が
、
し

か
し
見

か
け

が
見
か

け

と

し

て

現

わ

れ

る

た

め

に

は

、

既

に
そ

こ

に

純

粋

な

輝

き

(の
畠
。
貯
o
口
)
が

先
ん

じ

て
現
前

し

て

い
な

け
れ
ば

な

ら

な

い
。
し

か

も

こ

の
見

か
け

は
廃
棄

さ
れ
た

り
、
脇

に
押
し

や
ら

れ
た
り

と

い
う

形

で

「
消

え

去
る

べ
き

で
は
そ

も

そ
も

な
く

、
自

ら

の
現
わ

れ

の
内

に
立

ち
入

る
(匿

・。鼠
昌
卑
。。
島
。
首
呂

。
巨
『q
。『
。
巳

べ
き

な

の

で
あ

る
」

(=
堵
』
り
ひ
)。

つ
ま

り
、
学

が

現
わ

れ
る
と

い
う

こ
と

は
、
単

な

る

見

か
け
の
内

に
絶

対
者

の
光
線

の
純
粋

な
輝
き

を
照
り
映
え

さ
せ

る

こ
と

で
あ

る

。
も
し

そ
う

せ
ず

に
、
見

か
け
を

単

に
偽

な
る
も

の
と

し

て
退

け

る
な
ら

ば
「
真

な

る
も

の
は
真

な
ら
ざ

る
も

の
の
奴

隷

に

と
ど

ま

つ
て
し
ま
う

で
あ

ろ
う

」
(=
薫

り一い
刈
)
。
約

言
す

れ
ば

、
単

な

る
見

か
け

の
内

に
は
、
真
理

の
萌

芽
が

そ
れ
と

気
づ

か
れ

る
こ
と

な
く

既

に
存

し

て

い
る
、
と

ハ
イ

デ

ッ
ガ

ー
は
主

張
し

て

い
る
の

で

あ

る
。

こ

の
よ
う

な
主

張

が
な

さ

れ
る
背

景

に

は
、

へ
ー
ゲ

ル
自
身

の

テ
ー
ゼ

で
あ

る

「絶

対
者
は

即

か

つ
対

自
的

に
既

に
我

々
の
許

に
在

り
、

ま
た

我

々

の
許

に
在

ろ
う
と

意

志
す

る

(】)
器

〉
雰

9
三
。
巨

。。o
ぽ
o
昌
曽
昌
昌
巨
畠
h
鐸

巴
o
ぽ
げ
9

賃
諺

昌
昌
畠
乏
≡

げ
且

ロ
昌
。。
。。
9
p
)」

(=
≦
』
ま
)
が
存

し

て

い
る

。
こ

の

テ
ー

ゼ

は
、

ハ
イ

デ

ッ
ガ
ー

が

「
緒

論
」
を
解

釈
す

る
上

で
最

も
重

視

し

て

い
る
根

本
命

題

で
あ

る

が

、

こ

れ

に

よ

れ

ば

絶

対

者

は

既

に

我

々

の

許

に

「
臨

在

(男
碧
諺
一。
)」
し

て

い
る
。
逆

に
言

え
ぱ

、
我

々
は

既

に
絶

対
者

の
臨
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在

の
内

に
在

る

。
に
も

か
か
わ

ら
ず
我

々
は
そ

の
こ
と
を

自
覚

し

て

は

い
な

い
。
で
あ

る
が
故

に

こ
そ
、
学

に
固
有

の
困
難

が
付
き

纏
う

の
は

「
普

通

そ
う

考

え
ら

れ

て

い
る
よ
う

に
、
外

部

の
ど

こ

か
か
ら

臨
在

に
到

達
せ

ね
ば

な
ら

な

い
か
ら

で
は

な
く

、
臨
在

の
内
部

で
、

そ
し

て
臨

在

か
ら
し

て
、
臨
在

へ
の
我

々
の

関
わ
り
を

産

み
出

し
、

臨

在

の

前

へ
と

も

た

ら

す

こ
と

が

肝

要

で

あ

る

が

ゆ

え

に

」

(
=
≦
・一ω
轟
)
な

の
だ

、
と

言

わ
れ
得

る

。
こ

こ
に

一
種

の
循
環

構
造

を

見

て
取

る

の
は
容

易

で
あ

ろ
う

。
学

は

、
絶
対

者
を

そ
の
絶

対
性

に
於

い
て
認
識
す

る

こ
と
を

試

み
る

の
だ

が
、
し
か

し
な

が
ら

、
こ

の
試

み
そ

の
も

の
が
絶

対
者

の
臨
在
と

い
う

前
提

な
し

に
は

不
可
能

な

の
で
あ

る
。

こ

の
よ
う

に
、
「
学

の
現

わ
れ
」

に
関

し

て

「
二
義
性

」
を
見

て

取

る

ハ
イ

デ

ッ
ガ

ー

の
姿

勢

に
は

、

「精
神

現
象

学

」

の
本
質

を

、

感
覚

的
確

信
か
ら
絶
対

知

に
い
た
る
ま

で
の
意
識

の
遍
歴
と

い
う

点

に
見

る
よ
り
は

む

し
ろ
、
絶
対
者

の
臨
在

の
内

に
如
何

に
正
し
く

入

り

込

ん
で

ゆ
く

か
と

い
う
課

題

の
遂

行
と

い
う

点

に
見

る
、
と

い
う

特

徴

が
見
受

け

ら

れ

る
。

こ
れ
は

原
理
的

な
方
向
性

に
関
し

て
は
、

ま

さ

し
く

ハ
イ

デ

ッ
ガ

i
自

身

の
思
惟

の
根
本

動
向

に
他

な
ら

な

い
。
無
論

、

ハ
イ

デ

ッ
ガ

ー
は

「
絶

対
者

」
な

る
も

の
を
認

め

て
は

い
な

い
。
し
か

し

な
が

ら
、
我

々
が
あ

ら
か

じ
め

そ
こ

に

い
な
が

ら

も

そ
れ

に
気
付

く

こ
と

が
な

い
、
と

い
う

点

で
、
ハ
イ

デ

ッ
ガ
ー

の

い
う

「存

在

の
真

理
」
と

へ
ー
ゲ

ル

の

「
絶

対
者

」
は
共

通

の
特
性

を
有

し

て
い
る
。
我

々
は

既

に
絶

対
者

の
臨

在

の
内

に
在

り
な

が
ら

も
、
し

か
し

こ
れ

に
気

づ

く

こ
と

が
な

い
と

い
う

一
種

の

「
ず

れ
」

が
最

初

か
ら
存
在

す

る
が

故

に
、
ま

ず

こ

の

「ず

れ
」
そ

の
も

の
を

自

覚
し

、
既

に
自

ら
が
存

在
し

て

い
る
在
所

に
改

め

て
入

り
込

ん

で

ゆ
く
と

い
う

へ
ー
ゲ

ル
の
課

題

は
、

「存
在

と

時
間

」
で

の

「
現

存

在

自
身

に
属

し

て
い
る
本
質

的

な
存
在

傾
向

、
即
ち
前

存
在

論
的

な

存

在

理
解
を

根
源

化

す
る
」
(ω
N
りぴ
)と

い
う

課

題
と
重

な

り
合
う

。

た

だ

し

へ
ー
ゲ

ル

の
場

合

に
は

、
こ

の

「
ず

れ
」
こ

そ
が
意

識

の
運

動

の
原

動
力

で
あ

っ
て
、
こ

の
ず

れ

は

「
絶

対
知

」
の
立
場

ま

で
解

消

さ

れ
る

こ
と

は
な

い
。
つ
ま

り
、
学

の
現

わ

れ
に

関
す

る
二
義

性

は
、

「
精
神

現
象

学
」

全
体

を
導

く
根

本
前

提
な

の
で
あ

る
。

第
二
章

意
識
に
関
す
る
二
義
性

さ

て
、
以

上

の
よ
う

な
学

の
現

わ

れ
に
関

す

る

二
義

性
は

、
意

識

の
歴
史
全

体
を

貫

い
て

い
る
の

で
あ
る

か
ら
、
意
識

そ

の
も

の
も

ま
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た

あ

る
種

の

「
二
義
性

」
を

も
た

ざ

る
を
得

な

い
。
そ

れ
は

如
何

な

る

二
義

性

で
あ

ろ
う

か
。

「意

識

(ロロ
o
竃
口
碧
。。
9
巳
」
と

は

そ
も
そ

も
そ

の
名

の
通

り

「
知

り

つ

つ
在

る

(ロσ
。
ミ
巳

ρ-。。鉱
昌
)
」
と

い
う

こ
と

で
あ

り

、
主
体

の
存

在

様

態

、
主

体

の
存
在
を

言

い
表

わ
し

て

い
る

。
つ
ま

り
、
主

体

は
表

象
す

る
と

い
う

仕
方

に
於

い
て
在

る
わ
け

で
あ

る
。
そ

の
際
、
意
識

は
次

の
よ
う

な
根
本

動
向

を
有

す

る
。
「
意

識

は
、
表
象

し

つ
つ
或

る
も

の
を
自
身

か
ら
切

り
離
す

が

(《
o
昌
ω言
『
筈

)、
し

か
し

、
こ

の

切

り
離

さ

れ
た
も

の
を

自
身

に
向

け

て
(曽
自

ω8
『
N
ロ
)
立

て

る
。
意

識

は
自
ら

自
身

に
お

い
て
区
別

で
は
な

い
よ
う

な
区
別

で
あ

る
(。
言

d
巨
o
冨
o
げ
o
乙
o
P
匹
霧

貯
9
昌
o
。。
一琶

。
意
識

は
何

ら

区
別

で
は

な

い
区

別
と

し

て
、
そ

の
本
質

に
於

い
て
二
義

的

で
あ

る
」
(塁

り一$

)
。
即

ち

、

ハ
イ

デ

ッ
ガ
ー
に
よ

れ
ば
、
意
識

は
意

識
と

い
う

統

一
体

で
は

あ

る
が
、

そ

の
う
ち

に
内

的

差

異
を
有

し

て

い
る

と

い
う

の
で
あ

る
。
こ
れ
は

お
そ
ら

く
次

の
よ
う

な
事
態

を
意

味
す

る
も

の

で
あ

ろ

う

。
意

識

に
於

い
て
、
こ
の

「
自
身

か

ら

の
切
り

離
し

」
と

い
う

要

素

が
強

調
さ

れ

る
と

、
客

体

の
み

に
目
を

向

け

る

「
自
然

な
意

識

(臼

。。
昌
碧
琶

ぢ
げ
o
切
o
≦
農

♂
o
一昌
)
」
と

な
り

、
逆

に

「
自
身

に
向

け

て
」
と

い
う

要
素

が
強

調
さ

れ
る
と

、
客
体

が
実

は
主
体

の

「
前

に

立

て
ら

れ

て

(<
o
「
虫

o=
o
ε
」
初

め

て
客
体

と

し

て
成

り
立

っ
て

い

る
と

い
う

こ
と
、
即

ち

実
在

す

る
も

の

の
実

在
性

を
見

て
取

る

「
実

　
　

在

的
意

識

(9
。。
「
o巴
o
ロロ
。
類
農

8
0匿
)」
と

な

る
。
「
意

識
自

身

は
単

に
自
然

な
意
識

な

の
で
は

な
く
、
ま
た

単

に
実
在
的

な
意

識
な

の

で

も

な

い
。
意

識
は

ま
た

、
両

者
を

単

に
結

び
合

わ
せ

た
も

の
な

の
で

も

な

い
。
意
識

自
身

は

両
者

の
根

源
的
統

一
で
あ

る

。
…

(中

略
)

…
両

者
は

意
識

の
内

で
区

別
さ

れ

て

い
る
」
(=
≦

.一匁

)。
つ
ま

り

、

ハ
イ

デ

ッ
ガ
ー

が
意

識

に
関
す

る

二
義
性

と

い
う

こ
と

で
述

べ
よ
う

と

し

て

い
る

の
は
、
意

識

が
上

述

の
よ
う

に
、
自
然

な
意

識
と

実
在

的
意

識
と

の
統

一
で
あ
り

つ

つ
、
区

別

で
も

あ
る

、
と

い
う

こ
と

に

他

な
ら

な

い
。

ま

さ

に
こ

の
よ
う

な

二
義
性

に
こ
そ
、
意
識

が
真

な
ら
ざ

る
も

の

を
否

定

し
て
真

な
る
も

の
、
そ
し

て
遂

に
は
絶
対

知

へ
と
上

昇

し
て

ゆ
く
原

動
力

が
存

し

て

い
る
、
と

ハ
イ

デ

ッ
ガ

ー
は
考

え

る
。
こ

の

両

者

は
共

に
意
識

の
中

に
存

し

て
お
り

、
差
異
を

は

ら
ん

で

い
る
。

更

に
言
え

ば
、
こ
う
し

た
差

異

こ
そ
が

意
識
を

形
成

し

て

い
る

の
で

あ

る

。
自
然

な
意

識

は

「
対
象

と

し

て

の
対

象

(O
o
¢。
o
霧
5
巳

飴冴

O
o
¢。
o
昌
。。
昌き
昏
)」
(国
≦
り一刈
O
)
を

見

て
は

い
る
が

、
し

か
し

こ

の

「
と

し

て

(o
芭

」
そ

の
も

の
を
見

逃

し

て

い
る

。
即

ち

、
対
象

が
如

何

に
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し

て
対
象

と

し
て
成

り
立

っ
て

い
る

の
か
と

い
う
由
来
を

見

て
取

っ

て
は

い
な

い
。

し
か

し
実

際

に
は

、
自

然

な
意

識

は

こ
の

「
と
し

て
」
の
働

き

に
よ

っ
て
初

め

て
、
対

象
を

対
象

と

し

て
表
象

し
得

て

い
る

の
で
あ

る
。
自

然

な
意

識
は

、
こ
の

よ
う

に
自

己

の
由

来
を
忘

却
す

る

こ
と

に

よ

っ
て
そ

の
存

立
を

保

っ
て
い
る
。
し
か
し

い

っ
た

ん

こ

の

「
と

し

て
」
に
目
を
向

け

れ
ば

、
既

に
そ

こ

に
は
実

在
的
意

識

が
萌

し
始

め

る
。

前
章

で
述

べ
た

「
ず

れ
」

は
意

識

に
於

い
て

は

、
自

然
な

意
識
と

実
在

的
意

識

と

の
差
異

と
し

て
統

べ
て

い
る
。

斯

か

る

「
不
安

定

(d
目
昌

。
)
」

(=
≦

.一繁

)
に
直
面

す

る

こ
と

に

よ

っ
て
、
意

識
は

自
己

の
真

な
ら
ざ

る
在
り
方

を

脱
却

し

て
、
よ

り

真

な
る

段

階

へ
と

移

行

す

る

。

そ

の
際

、

実
在

的
意

識

が
吟

味

(幣
鳶

巨
oq
>
の
尺
度

(竃
ら
㎝尋

)
と

な
り

、
自
然

な

意
識

が
吟

味
さ

れ

る
も

の
と

な

っ
て
、
意

識
自

身

の
な
か

で
両
者

の
比
較

な
ら

び

に
吟

味

が
行

わ

れ

る
。

よ
り

厳
密

に
言

え
ば

、

自
然

的
意

識

か
ら

生

い

立

っ
て
来
た
実

在
的
意

識

が
尺
度
と

な

っ
て
、
こ
れ

が
自
然

な
意
識

を

吟

味
す

る
。
具

体
的

に
は
次

の
ご
と

き
仕

方

で
行

わ
れ

る
。
ま

ず

当

該
箇

所

の

へ
ー
ゲ

ル
自
身

の
言

葉
を

引

用
し

よ
う

。

「
し

か
し

な
が

ら
、
意
識

が
或

る
対

象

に

つ

い
て
知

っ
て

い
る
と

い
う

こ
と

、
ま

さ

に
こ

の
こ
と

の
内

に
、
既

に
し

て
次

の
よ
う

な
区

別

が

存

し

て

い
る

。
即

ち

、

或

る

も

の
は

意

識

に
と

っ
て
即

自

(妻

覧
鼻

)
で
あ

り

、
そ
し

て
そ
れ
に

つ
い
て

の
知
、

あ

る

い
は
言

い

換
え

れ
ば

、

対
象

が

意
識

に
対
し

て
在

る

(畠
帥
。。
。。
o
匿

畠
9

0
0
Φ。
o
早

鴇
99
巳

o
㎝
鳶
、
匙
禽

bロ
o
竃
葛

言
9
昌
)
と

い
う

こ
と

は
も
う

ひ
と

つ
別

の

契

機

で
あ

る
と

い
う

区
別

が

。
現
存

す

る

こ
の
区

別

に
、
吟

味

は
基

づ

い
て

い
る

。
両

者
を

比
較

し

て
み

て

一
致

し
な

い
場

合
、
意

識

は

対
象

に
適

し
た

も

の
に
な

る
た
め

に
、
自

ら

の
知

を
変
え

ね
ば

な
ら

な

い
よ
う

に
見

え

る

。
し
か

し
、
知
が
変

わ

る
と

い
う

こ
と

に
於

い

て
、
実
は

対
象

自
身

も
ま

た
変

わ

る

の
で
あ

る
」
(
一
ω
)
。

自
然

な

意
識

は
差

し
当

り

、
い
わ

ば
対

象

の
み
を

見

て
、
こ

の
対

象
と
自

己

と

の
関
わ
り

、
つ
ま
り

こ

の
対
象

の
存

立
を

可
能

に
し

て

い
る
関
わ

り
を

殊
更

に
は
見

て
い
な

い
。
こ
う

し
た
意

識

に
と

っ
て

は
対

象

は
そ

の
ま

ま
素
朴

に
真

な
る
も

の
(魯

。。
≦

"ぼ
。
)
、

つ
ま

り

即
自

と
見

倣

さ

れ

て

い
る

。
と

こ

ろ
が
先

に
述

べ
た

よ
う

に
、
意

識

の
本
性

は

、
自
然

な

意
識
と

実
在

的
意
識

と

の
区
別

な
ら
ざ

る
区

別

と

い
う

こ
と

に
あ

る

。
意
識

で
在

る
と

い
う

こ
と

は
、
こ

の
同
じ

意

識

に
と

つ
て
、
自
然

な
意
識
と

実
在

的
意

識
が

潜
在
的

に
分

裂
し

て

い
る
と

い
う

こ
と

に
他

な

ら
な

い
。
意

識
で
在

る
と

い
う

こ
と
は

そ

れ
自
体

、
対

象

、
即

ち
即

自

と
見

徹

さ

れ

て

い
る
も

の
が

、
実

は
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「
意

識

に
と

っ
て
」
と

い
う

限
定

を
持

っ
て

い
る

こ
と

を
潜

在

的

に

自

覚
し

て
い
る
と

い
う

こ
と

で
あ

る

。
こ
れ

が
顕
在
化

す

る
と
き

に

は
、
対
象

が
実

は
主
体

の
表

象
作

用

に
よ

っ
て
初

め

て
成

り
立

っ
て

い
る
と

い
う

こ
と
が
、
つ
ま

り
対
象

の
対
象

で
あ

る
由

来

が
明

ら
か

と

な

る
。
即
ち

、
対
象

の
対

象
性

(O
o
¢。
o
昌
。。&
昌
象

o
冥

魯

)
が
露

わ

に
な

る
。
か
く

て
、
対

象
と

対
象

性
と

の
比
較

が
為

さ
れ

る
わ

け

で

あ

る
が
、

こ

れ
が

一
致

し

な

い
場
合

、

通
常

の
考

え
方

か

ら
す

る

と

、
知
が
変

わ

ら
ね
ば

な

ら
な

い
よ
う

に
思
わ

れ
る

が
、
実

は

そ

の

必

要

は
も

は

や
な

い
の

で
あ

る
。
何
故

な

ら
ば

、
対
象

性

が
見

て
取

ら

れ
た

時
点

で
、
意

識

の
方
も
自

然

な
意
識

か
ら
実
在

的

意
識

へ
の

移
行
を

成

し
遂

げ

て
お
り

、
意

識
は
新

た
な

段
階

へ
既

に
高

ま

っ
て

い
る
か
ら

で
あ

る
。
対
象

が
如
何

に
し

て
対
象

で
あ

る

の
か
と

い
う

こ
と

に
実

在
的

意
識

が
気

づ
く
と

き

、
こ

の
自
覚

に
よ

っ
て
既

に
、

今

ま

で

の
段
階

の
知

の
在

り
方

、
意
識

形
態

が

こ
の
対
象

を
捉
え

る

の
に
不
十
分

で
あ

る
と

い
う

こ
と

も
共

に
気

づ

か
れ

て

い
る
。
対

象

が

「
新

た

な
別

の
対

象

(o
凶昌
き
住
9
臼

O
o
Φ。
Φ
目
§

ら
)」
(
一
い
)
、

っ
ま

り

、
対
象

性

に
変

わ

る
と

い
う

こ
と

と
、
意
識

形
態

の
変

化
は

一
に

し

て
同

じ
事

柄
な

の

で
あ

る
。

ハ
イ

デ

ッ
ガ

ー
は

自

然
な

意
識

を

「
存

在

的

・
前
存

在

論

的
意

識

(畠
舘

。
昌
ρ房
島

-〈
9
8

8
一〇
。。
房
畠

。

切
。
≦
口
湧
3

9

ε

」
、

実

在

的

意

識

を

「
存

在

論

的

意

識

(
匹
舘

o
巨
9
0
。。
房
畠
o
ロロ
o
≦
島
8
息
口
)
」
と
呼

ぶ
が

、
そ

れ
は

こ
う

し
た

理
由

か
ら
、
つ
ま
り
前

者

が
対
象

の
み
に
固

着
し

て
対
象
性

を
見

な

い
と

い
う
点

で
存
在

者

の
存
在

を
見
逃

し

て

い
る

の

に
対

し
、
実
在
的

意

識

は
対
象

性
、
な
ら

び

に
主

体

の
主
体

性
そ

の
も

の
を
見

て
取

っ
て

お
り

、
存
在

者

の
存
在

に
目
を
向

け

て

い
る
が
故

で
あ

る

。

こ

の
よ

う

に

し

て

「
意

識

は

自

ら

自
身

を

吟

味

す

る

(
∪
舘

国
。
≦
帽
砦
。。。
貯

窟
鋒
3
冒
冒
ω
。ぎ
。。ε
」

(出
≦

曽一
ひ
。。
)
。

こ

の
事

柄

の
内

に

ハ
イ

デ

ッ
ガ

ー
は

意
識

の
最

も
本
質
的

な
動
向
を
読

み
取

っ
て
い

る
。
即

ち
、
意

識

で
在

る

(ロσ
。
≦
ロ
聾
-。。。
言
)
と

い
う

こ
と

は
、
常

に

吟

味
を

遂
行

し

て

い
る
と

い
う

こ
と

に
他
な

ら
な

い
、
と

い
う

の
で

あ

る

。
の
み

な
ら
ず

、
「
近

世
哲

学

の
根
本

語

で
あ

る

「意

識
」
は
、

我

々
が

(意

識

Uσ
。
≦
ち

密

首

の
な

か

の
)
「
在

る

(-。。。
ε

」

の
内

に

吟

味
、

し
か
も

知

の
意

識
性

(切
窒

信
碧
冨
胃
号

。。
芝
露

呂

吻)
を
通

じ

て
規
定
さ

れ
る

よ
う

な
吟
味
と

い
う
動
向

を
共

に
思
惟

す

る
と

き

に

初

め

て
、
思
惟

さ

れ
た

と

い
え

る

の
で
あ

る
」
(=
乏

り一ひ
。。
ご

と
ま

で

言

い
切

っ
て

い
る
。
こ

の
こ
と

は
、
意

識

は
認
識

作

用
を
伴
う

が
故

に
、
対
象

が
自

己

の
持

つ
知
と

一
致
す

る

か
ど
う

か
と

い
う

こ
と

を

吟

味
す

る
と

い
う
特

性
を

持

つ
、
と

い
う

よ
う

な
意

味

で
は
な

い
で
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あ

ろ
う

。

で
は
ど
う

い
う

こ
と

で
あ

ろ
う

か
。

意

識
と
は
区

別
な

ら
ざ

る
区
別

で
あ

る
と

い
う

こ
と

が
先

に
言
わ

れ

て

い
た

。
と
同

時

に
意
識

は
自
然

な
意

識
と
実

在
的

意
識
と

の
根

源
的
統

一
で
あ

る
と
も

言
わ

れ

て

い
た

の
で
あ

る
。
ハ
イ

デ

ッ
ガ

ー

が
、
意
識

は
吟

味

で
あ

る
と

言
う

と
き

に
含

意

し
て

い
る

の
は
、
意

識

が

区
別

で
あ
り

つ

つ
も
統

一
で
あ

る
と

い
う

こ
と

に
他

な

ら
な

い
。

こ

の
場
合

の
統

一
と

は

区
別

項

の
総
合

と

い
う

こ
と

で
は
な

い
。
む

し

ろ
逆

に
、
両
項

が
絶

え
ず

区
別

さ

れ

つ
づ

け
、
両
項

の
間

の

「
ず

れ
」
が
常

に
解
消

さ

れ
ず
、
そ

れ
故

に
絶
え
ざ

る
運
動

で
あ

る
と

い
う

点

に
こ
そ

、
根

源
的
統

一
が
成
立

し

て

い
る
と

考
え

る

の

で
あ

る
。
し

か
し

「
運

動
」
と

は

い

つ
て
も

、
ハ
イ

デ

ッ
ガ
ー

は
こ

の
言
葉

を

、
意

識

の
全

領
域

を
動

い
て
行
く

と

い
う

意
味
を

強
調

し

て
用

い

て
い
る

の
で

は
な

い
。
「
こ

の
運
動

に
於

い
て
、
現

出
す

る

も

の

の
現
出

す
る

こ
と

(卑

。。島

。
宣
。
昌
傷
2

貯
。。畠
。
一口
。
巳

。
昌
)
が

叙

述

へ
と

到
来
す

る

(N
鼻

o
目
目
。
目
)。
こ

の
よ
う

に
来

る
こ
と

に
於

い

て
は
、
現
出

す

る
も

の
自
身
は

そ

れ
が
自

ら
を
実

在
的

な
も

の
と
見

徹

し

て

い
る
限

り

は
、
立
ち

去

っ
て
行

く

(≦
。
o。
α。。
げ
呂
)。
こ

の
、
自

ら

に
お

い
て

一
で
あ

る
来

る
こ
と
と

行
く

こ
と
が
運
動

な

の
で
あ

っ

て
、
こ
う

し
た
運
動

と

し

て
、
意

識
は
在

る

(§
)」
(=
≦
』
お

)。
即

ち

、

こ

こ

で

の

「
運

動

」

と

は

、

現

出

す

る
も

の

(
麟
諺

団
〒

。畠

o
言
8
畠
。
)
か
ら

現
出

す

る

こ
と

そ

の
こ
と

(9

。。
即

。。畠

。言
聲
)
へ

の
意
識

の
向

き
直

り

に
よ

っ
て
、
意
識

が
新

た

に
発
出

、
生

成
す

る

こ
と
を

い
う

の
で
あ

る
。
換

言
す

れ
ば

、
対
象

が
対

象

に

「
成

り

」
、

意

識

が
意

識
に

「成

る
」
、
と

い
う

こ
と

を
強

調
す

る
わ

け

で
あ

る
。

そ

し

て
、
ま

さ

に
こ

の
事

態

、
即

ち
現
出

す

る

こ
と

が
到
来

し

、
同

時

に
現
出

す
る
も

の
が
去

っ
て
行
く

と

い
う

こ
と

こ
そ

、
ハ
イ

デ

ッ

ガ

ー

の
捉

え

る
限

り

で

の

「
経
験

(団
亀
島

旨
艮
。。
)」

概
念

な

の
で
あ

る

。
こ

こ

で
言
わ

れ

る
経

験
と

は

、
カ

ン
ト

に
お
け

る

よ
う

な
認

識

の

一
種

な

の
で
は

な
く

、
意
識

と

い
う

存
在

者

の
存
在
を

表
す

存
在

論
的

概
念

で
あ

る

、
と

ハ
イ

デ

ッ
ガ
ー
は

考
え

る
。
そ

れ
ま

で
現
出

す

る
も

の
の
み

に
、
つ
ま
り
存
在

者

の
み

に
目
を
向

け

て

い
た
意
識

が
、
現
出
す

る
も

の
が
現

出
す

る

こ
と

、
つ
ま

り
存
在

者

の
存

在

に

目
を
転

じ
、
こ
れ

に
よ

っ
て
自

己

の
所
在

を
も

自
覚

す

る
と

い
う
仕

方

で

「
在

る
」
と

い
う

こ
と
、
こ
れ
が
経

験

に
他

な
ら

な

い
。
こ

の

事
態

は

「
自
然

な
知

と
実

在
知

と

の
対
話

(0
2
嘆
ぎ
匡
N
葺

。。。
『
9

ら
O
日

昌
9
δ
島

O『
O
目
ロ
巳

α
0巳

叫G
』
O口
乏
厨
。。
Oε
」
(=
≦

』
↓
O
)
と

も
呼

ば

れ

る
。
こ
こ

で

の

「
対

話
」
と
は

、
差

異
を
常

に
含

み

つ

つ
、
こ

れ
を

は

ら

ん
だ

ま
ま

で
そ

の
ま
ま

動
的

統

一
が

成
立

す

る

こ
と

を
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い

っ
て

い
る
。
ま

さ

に

こ
の

こ
と
が

、
「
自
然

な
意

識
と

実
在

的
意

識

の
根

源

的
統

一
」

に
他

な
ら

な

い
の
で
あ

る
。

か

く
し

て
意

識

の

二
義
性

は
、
経

験
と

い
う

「
存
在

的

意
識

と
存

在

論
的

意
識
と

の
対
話

」
に
他

な

ら
な

い
と

い
う

こ
と

が
明

ら
か

に

な

っ
た

で
あ

ろ
う

。
も
ち

ろ
ん
、
存

在

論
的

意
識

と
は

い

っ
て
も

、

こ

れ

は

対
象

の
対
象

性

と

い
う

「
存

在

者

の

存
在

(
。。
。
ぎ

臣
霧

。。
o
冨
巳

。
ε
」

を
看

取
す

る

に
と

ど
ま

っ
て

い
る
の

で
あ

っ
て
、

ハ

イ

デ

ッ
ガ

ー
が
問

い
求

め

て

い
る

「存

在

そ

の
も

の
(ω
9
昌
ロ
9
げ
。。◎
」

を

見

て
取

っ
て

い
る

の
で
は

な

い
。
と

は

い
え

此
処

で

ハ
イ

デ

ッ

ガ

ー
は

、
あ

く
ま

で
も
主
体

性

の
形
而

上
学

の
内
部

に
於

い
て
で
は

あ

る
が

、
へ
ー
ゲ

ル

に
お

け

る
意

識

の
対
話

的
構
造

を
高

く
評
価

し

て

い
る
と

言

っ
て
よ

い
で
あ

ろ
う

。

だ

が
、
こ

こ
で

い

っ
た

ん
立

ち
止

ま

っ
て
み
ね
ば

な
ら

な

い
。
意

識
が
、
区
別

な
ら
ざ

る
区
別
と

い
う
自

ら

の
本
性

に
よ

っ
て
自

己
吟

味
を
為

す

と

い
う

こ
と

、
な

ら
び

に
そ

れ
が
ま

さ
し
く
経

験

で
あ

る

と

い
う

こ
と

は
明

ら

か
に
な

っ
た

。
し

か
し

な

が
ら
、
経

験

そ

れ
自

体

は
如

何

に
し

て
可
能

な

の
で
あ

ろ
う

か

。
言

い
換
え

れ
ば

、
存

在

的

意
識
と
存
在

論
的

意
識
と

の
対
話
を
根

底
か
ら
推

進
す

る
原

動
力

は
何

な

の
で
あ

ろ
う

か
。
自
然

な
意
識

か
ら
実

在
的

意
識

へ
の
移

行

は
煎

じ
詰

め
れ
ば
何

処

に
由
来

す

る
の

で
あ

ろ
う

か

。
結
論
を

先

取

り

す

れ

ば

、

そ

れ

は

「
意

識

の
転

換

(
d
目
犀
o
ぼ

唱
旨
o。

畠
。
ロ

b5
0
越
農

冨
9
霧
ご

(
頃
)
に

よ

っ
て

で
あ

る
。

第
三
章

経
験

の
前
提
と
し
て
の

「
意
識

の
転
換
」

問
題

を

繰
り

返

せ
ば

、
自

然

な
意

識

が
実
在

的

意

識

へ
と
移

行

し
、
存

在
者

の
存

在

へ
と
向

き
直

る

場
合

、
こ
の
向

き
直

り

が
そ
も

そ
も
何

に
よ

っ
て
触

発

さ
れ

て

い
る

の
か
と

い
う

こ
と

で
あ

る
。
成

程

、
い

っ
た

ん
意
識

の
内

部

で
意

識
自

身

の
自
己
吟

味

の
営

み
が
開

始
さ

れ
た
な

ら
ば

、
そ

の
後
は
意

識

の
自
己

運
動

が
お

の
ず

か
ら
展

開
さ

れ

て
ゆ
く
わ

け

で
あ

る
が

、
そ

の
運
動

が
始

動
す

る
第

一
の
動

因
は

一
体
何

で
あ

ろ
う

か
。
も

し
も

こ
う

し
た
動

機
づ

け

が
存

在

し

な

い
と

す

れ
ば

、
意

識

の

「
経

験
」
も

、
意

識

の
歴
史

も
永

遠

に
生

起

し
な

い
こ
と

に
な

っ
て
し

ま
う

の

で
あ

る
。

「最
初
の
対
象
及
び
そ
れ
の
知
か
ら
、
別
の
対
象
1

こ
の
別
の

対
象
に
於
い
て
経
験
が
為
さ
れ
る
と
普
通
は
言
わ
れ
る
の
だ
が
ー

へ
の
移

行

は
、
最

初

の
対
象

に

つ
い
て

の
知

、
あ

る

い
は
、
最

初

の

即

自

が

意

識

に
対

し

て

い
る

と

い
う

こ

と

(
畠
舘

、
ミ

と

舘

-

ハ イデ ッガーのヘ ーゲ ル解釈/94



切σ
o
薫
百
聾
器
言

匹
o
。・
2
。。宕
目
〉
昌
。。言
げ
)
が
第

二
の
対
象

そ

の
も

の

に
な

る

、
と

い
う
仕

方

で
述

べ
ら

れ
た

。
こ
れ

に
対
し

て
普

通

は
、
我

々

が

我

々

の
最

初

の
概

念

が

真

理

で
は

な

い
こ
と

に
気

づ

く

の
は

、

我

々
が
偶

然
的

に
、
い
わ
ば

外
面
的

に
見

つ
け

だ
し

た
或

る
恥

分
対

象

に
於

い
て
で
あ

り
、
従

っ
て
、
そ
も

そ
も

、
即

か

つ
対

自

的

に
在

も

も

る
も

の
を
純

粋

に
捉
え

る

こ
と

の
み
が
、
我

々
に
帰

属
す

る
よ
う

にぢ

見
え

る

。
だ
が

、
前

者

の
観

点

に
お

い
て
は

、
新

た

な
対

象
は

、
意

し

も

ヤ

へ

識

自

身

の

転

換

(o
貯
o

q
ミ
惹

ミ

§

。。
概
題

bロ
塁

蔦

鴨隔
ミ
誠

・・
9
穿

一)
に

よ

っ
て

生

成

し

て
き

た

も

の
と

し

て

自

ら

を

示

す

。
事

柄

を

こ

の

よ

う

に
観

察

す

る

こ
と

は

我

々

の

付

加

で
あ

る

(∪
δ
。。・
国
。
冨

島

雪琶

。。

ら
窪

o。
99
9

0
一。。
一
口
昌
。。窪
o
N
三
曽
ε

」

(
一い
)
。

　　
　

「緒

論

」

の
中

の
こ

の
箇
所

を
論

拠

に
し

て

ハ
イ

デ

ッ
ガ

ー
は

、

上

で
述

べ
た
問

題

に
対
す

る
解

答
を

与
え

て

い
る

。
即

ち

「
意

識

自

身

の
転

換

」
と

言
わ

れ

て

い
る
も

の
が
前

提
と

な

っ
て
初

め

て
、
意

識

に
と

っ
て

「新

た

な
対
象

」
が
生
成

し
、
経

験

が
成
立

す

る
と

主

張

し

て

い
る

の

で
あ

る
。

そ
し

て
、
斯

か
る

「
意

識

の
転

換

」

は

「
そ

の
う
え

「我

々
の
付
加

(巨

器
器

N
三
潜
C
」

で
あ

る
」
(出
≦
』
撃

)

と

述

べ
、
「
我

々
(≦
凶「)」
の
側

が
意

識

の
転
換

を
遂

行
す

る

こ
と

に

よ

っ
て
、
自
然

な
意

識
は

存
在
者

の
存
在

を
看

取

し
得

る
よ
う

に
な

る
と
考

え

て
い
る

の
で
あ

る
。
と

こ

ろ
が
、
「
我

々
の
付
加

」
に

よ

る
意

識
転
換

が
前

提

さ
れ

る
と

い
う

こ
と

は
、
「
我

々
」
が
為

す

の

は

「純

粋

な
観

望

(畠
舘

「
o
巨
o
N
昌
ω
o
『
oロ
)
」

の

み
で
あ

る
と

い
う

　　
ハ
　

へ
ー
ゲ

ル
の
根
本

テ
ー
ゼ
と
真

っ
向

か
ら
対

立
す

る
よ
う

に
思

わ
れ

る
。

現

に

ハ
イ

デ

ッ
ガ

ー

自
身

、

次

の
よ
う

に
自

問

し

て

い

る
。

「
し

か
し

へ
ー

ゲ

ル
は

「緒

論
」
の
第

十

五
段
落

に
先

行
す

る
諸

段

落

に
於

い
て

(と

り

わ
け
第

十

二
段
落

を
参

照

の

こ
と

)
、
我

々
に

「純

粋

な
観
望

」
が
残

さ
れ

る
た

め

に
は
、
我

々
は
現

出
す

る
知

の

叙

述

に

際

し

て

我

々

の

思

い

つ

き

や

思

想

を

去

ら

せ

る

(≦
o
o。
冨
。。
器
巳

べ
き

だ
、
と

い
う

こ
と
を

示

す

こ
と

に
全

て
の
考

察

を
向

け

て

い
た

の
で
は

な
か

っ
た

か
。
第

十

三
段

落

で
は
明

瞭

に
、

意

識
は

自
己

自
身
を

吟
味

し

、
そ

れ
故

に

「我

々
に

よ
る
付

加
」
は

余

計

な

も

の

と

な

る

と

述

べ

て

い
た

の

で

は

な

か

っ
た

か

」

(缶
≦
・一
◎o
い
)
と

。

ハ
イ

デ

ッ
ガ

ー
は

こ
の
矛
盾

を
、
次

の
よ
う

な
解
釈

に

よ

っ
て
解

決

し

よ
う
と
す

る

。
即
ち

、
我

々
の
側

の
様

々
な

思

い

つ
き

や
思

想

を

「
去
ら

せ

る

(≦
。
。。巨

。。窪

)」
と

い
う

こ
と
は

自
然

に
生
ず

る
こ

と

で
は

な
く

、
そ
う

い
う

「
去

ら

せ

る
」
と

い
う

こ
と
自

体

が

一
種

の

「
行

い
(ぎ

巳
」
で
あ

る
以

上
、
そ

れ
は

殊
更

に
我

々
に
よ

っ
て
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営

ま

れ
ざ

る
を
得

な

い
。
し

か
し

こ

の
営

み

は
、
そ
れ
を

通

じ

て
初

め

て
現
出

す

る
も

の
そ

の
も

の
を

現
出

せ

し

め

る

(団
屋
6
げ
。
匿
。
早

臨

。。o
巳

の
で
あ

る

か
ら
、
我

々
の

「
付
加

」
と

は

い

っ
て
も

、
こ
の

付
加
は

経
験

と
は

疎
遠

な
も

の
を
経

験

に
強

い
る

の
で
は

な
く
、
逆

に
経

験

の
内

に
存

し

て

い
る

も

の
を
取

り

出
す

こ
と

に
他

な
ら

な

い
。
「
そ

れ
ゆ
え

に
付

加

が
、
叙
述

に
と

っ
て
必

要

な
純
粋

な
観

望

を
廃
棄

す

る
と

い
う

こ
と
も

ま
た
あ

り
得

な

い
。
む

し

ろ
付
加

の
内

で
、
ま

た
付

加
を
通

じ

て
純

粋

な
観

望

が

開
始

さ

れ
る

の
で
あ

る
」

(=
≦

』
。◎
9
。

ハ
イ

デ

ッ
ガ
ー

に
よ

る
こ

の
主

張

の
論

点

は

二

つ
あ

る
。
そ

れ
は

ま
ず

第

一
に
、
純
粋

な
観

望
と

は

い

っ
て
も

こ

れ
は
単

に
事

象
を

撲
手

傍
観
す

る
こ
と

に
よ

っ
て
は

達
成

さ
れ
得

ず
、
我

々

の
思
念
を

去
ら

せ

る
と

い
う

、
一
種

の
営
為
を

必

要
と
す

る
と

い
う

こ
と

で
あ

り
、
第

二
に
は

、
こ
う

し

た
営
為

は

観
望

の
本
質

か
ら
要

請

さ

れ

る
も

の

で
あ

る
が
故

に
、
観

望

と
矛

盾

す

る
も

の

で
は

な

く
、

む

し

ろ
こ

れ
を

可
能

に
す

る

も

の
で
あ

る
と

い
う

こ
と

で
あ

る
。

こ

の
二

つ
の
論
点

が

、

へ
ー

ゲ

ル
自
身

の
言
う

「純

粋

な
観

望
」
の
概
念

に
即

し

て

い
る

の
か
否

か
と

い
う

こ
と

は
そ

れ
自
体
大

き

な
問

題

で
あ

る
が
、
し
か

し
此

処

で
我

々
が
注

目

し
た

い
の
は
、

今
述

べ
た

二

つ
の
論
点

の
内

に

ハ
イ

デ

ッ
ガ
ー
が
解

釈
す

る
限
り

で

の

「
意
識

の
転
換
」
の
具
体

的
内

実

が
示
さ

れ

て

い
る
と

い
う

こ
と

で
あ
る

。
即
ち

、
差

し
当

っ
て
は

自
然

な
意

識

の
内

に
留
ま

っ
て
お

り

、
そ

れ
故

に
認

識
、
絶

対
者

、
吟

味

な
ど
と

い

っ
た

、
「
緒

論
」
の

内

で
言
及

さ
れ
た
諸

概
念

に

つ
い
て
自
然

な
表
象

に
固
執

し
て

い
る

「我

々
」
の
意

識
を

、
斯

か

る
固

執

か
ら
脱
却

せ

し

め
、
そ
れ
を

通

じ

て
、
意

識

の
歴
史
全

体
を
観

望

し
得

る
よ
う

な
実

在
的

意
識

へ
と

転

換

さ
せ

る
こ
と

、
こ

れ
が

「
意
識

の
転
換

」
と

い
う

こ
と

の
意

味

な

の
で
あ

る
。
言

い
方

を
換

え

れ
ば

、
自
然

な

意
識

に
留

ま

っ
て

い

　さ

る

「
我

々
」

を

、

「
自

ら

を

完

遂

す

る
懐

疑

主
義

(
畠
自

。。
一
〇
げ

《
9
ぎ
二
昌
。。
。
巳

。
。り
犀
書
二
臥
ω巨
弓
。。
と

(=
芝
・軍
◎。
)
の
遂

行
者

と
し

て

の

真

の

「
我

々
」
へ
と

転
換

す

る
こ
と

を
意

味

し

て

い
る

。
そ

れ
故

に

こ
そ

「
緒
論

」
の
論

述

に
際

し

て
は
、
「
認
識

」
「
絶

対
者

」
「
吟

味
」

と

い

っ
た
概
念

に

つ
い
て

の
通

常

の
見
解

が
ま
ず

呈
示

さ

れ
、
そ
う

し
た

一
般
的
見

解
が
逐

一
却

下
さ

れ

て
ゆ
く

と

い
う
形
態

が
と
ら

れ

て

い
る

の
だ
、

と

ハ
イ

デ

ッ
ガ

ー
は
考
え

て

い
る
。

以
上

の
こ
と

か

ら
も
明

ら

か

な
よ
う

に
、
ハ
イ

デ

ッ
ガ

ー
は

「
緒

論

(
国
巳
o
#
巨

じ。
)」
を

、
「精

神

現
象
学

』
の
内

容

を
抽
象

的

に
概

観

す

る
前

置
き

と

見
倣
す

の
で
も

な
け

れ
ば
、
こ

の
著

作

に
付

さ

れ
た

導

入
部

分
と

見
倣

す

の
で
も

な

い
。
「
「緒

論
」
は

こ
こ

で
は
次

の

こ
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と

に

の
み
役
立

つ
。
即
ち

、
跳
躍

(。。
冒
旨
ロ
o。
)
を

準
備

す

る
こ
と

、
つ

ま
り

、
存

在
者

に
対
す

る
態
度

と
存

在

の
思
惟

と

の
間

に
横

た
わ

る
、
飛
び

越
え

ら

れ
ね
ば

な
ら

ぬ
溝

を
視

野

に
お

さ
め

、
跳
躍

へ
の

　　
　

助
走
を

短

く
す

る

こ
と

に
」
(O
>
ひ
o。
ゆε

。
哲
学

的

思
惟

へ
と

「
導

入
す

る

(臨
巳
魯

o
昌
)」

こ
と

は
、

「精

神

現
象

学
」

の
場

合

に
限
ら

ず

、
哲

学

一
般

に
と

っ
て
そ
も

そ
も

不

可
能

で
あ
り

、
思

唯
と

は

、

そ
れ

に
向

け

て
次
第

に
目

が
開
か

れ
て
ゆ
く
と

い
っ
た
も

の
で
は
な

く

、
本

質

上

「
跳

躍
」
を

要
求

し

て
く

る
も

の
で
あ

る
と

ハ
イ

デ

ッ

ガ
ー
は

考
え

て

い
る

の
で
あ
る

。
そ

れ
故

に

ハ
イ

デ

ッ
ガ

ー
に
よ
れ

ば

、
「
緒

論
」

に
於

い
て
既

に

「意

識

の
経

験
」
は

本
格

的

に
開
始

さ

れ

て

い
る
と

い
う

こ
と

に
な

る
。

つ
ま

る
と

こ

ろ
、
「
緒
論

」
は

事

態

の
記
述

な

の
で

は
な

く
、
意

識

の
転

換
と

い
う

「
跳
躍

」
を

為

す

よ
う

に
我

々
に
迫

っ
て
く
る

一
種

の
命
法

で
あ

る
、
と

い
う

こ
と

に
な

ろ
う
。

ハ
イ

デ

ッ
ガ
ー

が

「精

神
現

象
学
」

の

「
緒

論
」
を

特

に
取

り
上

げ

て
解
釈

せ
ん
と

し
た

そ

の
本
意

は
、
へ
ー

ゲ

ル
の
経

験
概
念

を
存

在
論
的

概
念

と

し

て
呈

示
す

る
と

い
う

こ
と
も

さ

る
こ
と

な
が
ら

、

「
緒

論
」
の
有

す

る
以

上

の
よ
う

な
性

格
を

明

る
み

に
出
す

こ
と

に

存
す

る
と

思
わ

れ

る

。
そ
し

て
ま

さ
し

く

「
緒
論

」
が
こ

の
よ
う

に

し

て

「
跳
躍

」
を
促

し

て
い
る
と

い
う
点

こ
そ
を

ハ
イ

デ

ッ
ガ

ー
は

評
価

し

て

い
る

の
で
あ

る
。
第

一
章

で
明
ら

か
と

な

っ
た

よ
う

に
、

ハ
イ

デ

ッ
ガ
ー
は

「精

神

現
象
学
」
の
課
題

を

、
既

に
我

々
が
絶

対

者

の
臨
在

の
内

に
あ
る

こ
と
を

自
覚

し
、
こ

の
臨

在

へ
と
如
何

に
正

し
く

入
り

込

ん

で
ゆ
く

か
、
と

い
う

点

に
見

て

い
る
。
既

に
我

々
が

存
在

し
て

い
る
在

所

に
向

け

て
入
り

込
ん

で
ゆ
く
た
め

に
は

一
種

の

ハれ
　

跳
躍

が
必

要
と

さ
れ

る
。
こ
の

よ
う

な
跳
躍

を

ヘ
ー

ゲ

ル
は

「
意

識

の
転

換
」

を
通

じ

て
成

し
遂

げ

よ
う

と

し
た

の
だ

、

と

い
う

主
張

が
、
ハ
イ

デ

ッ
ガ

ー
の

「緒

論

」
解

釈
を

貫
く
根

本

動
向
と

な

っ
て

い
る

の
で
あ
る

。
更

に
、
こ
う

し
た

跳
踵
を

為

さ
ざ

る
を
得

な

い
必

然
性

が
歴
史

そ

の
も

の
に
よ

っ
て
要
求

さ

れ
て

い
る
、
と

い
う

認
識

も

両
者

に
共
通

し

て

い
る
。
「
人
間

の
生

か
ら
合

一
の
力

が
消
え

失

せ
、
諸

々
の
対

立
が

そ

の
生

き
生

き

し
た
連

関
と
相

互
作
用

を

喪
失

し

て
し
ま

い
、
諸

対
立

が

独
立
性

を
獲

得
す

る
と
き

に
、
哲

学

の
欲

　　　

求

(匿
。。
切
。
象
旨

房
⊆
窪

勺
匡
δ
。・o
喝
ぽ
・
)
が
生
ず
る
」
と

い
う

「
差
異

論

文
」

の
言
葉

か

ら
も
明

ら

か
な

よ
う

に
、
へ
ー
ゲ

ル
は
、
反
省

哲

学

に
よ

る
悟
性

の
支
配

に
よ

つ
て
、
主
観

と
客
観

と

の
対
立

に
代

表

さ
れ
る
よ
う

な
様

々
な
対
立
が

固
定
さ

れ
て
し
ま

っ
て

い
る
と

い
う

時
代

の
危

機

意
識

に
立

脚
し

て
、
「
哲
学

の
欲

求
」
を
説

い
た
。
哲
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学

は

「
学
」

と

し

て
、

こ

の
状

況

を
克

服
す

る
よ
う

に
求

め
ら

れ

る

。
こ

れ

に
対

し

て

ハ
イ

デ

ッ
ガ

ー

の
場

合

に
は

、
形

而
上

学

こ
と

に
近

世

以
降

の
主
体

性

の
形

而
上

学

が
、
ニ
ー
チ

ェ
の

「
力

へ
の
意

志
」
の

思
想

に

よ

っ
て

「
完
成

(<
o
ぎ

巳

琶
「。。
)」
し
た

と

い
う
現

状

認

識

に
立

脚
す

る
。
こ

の
主

体
性

の
形

而

上
学

は

、
全

て
の
存
在

者

を

「
表
象

す

る

(
前
に

・
立

て
る

ぎ

「-。・8
ぎ

昌
)」
と

い
う

仕

方

で
、
存

在

者
を

主

体

に
よ

っ
て
立

て
ら

れ
た

も

の
と

見

る
。

そ

の
際
主

体

は

、
存

在

者
を

自
己

に
と

っ
て

「
確

実

な

(。。
。
≦
笛

)」
も

の
と

し

て

確

保
す

る

こ
と

を

至
上

の
目
標

に
し

て

い
る
。
二
i
チ

ェ
は

ニ
ヒ
リ

ズ

ム

の
克

服
を

め
ざ

し

て
、
新

た

な
価
値

定
立

の
原

理
と

し

て

「
力

へ
の
意
志

」
と

い
う

思
想

を
呈

示

し
た

の
で
あ

る
が

、
皮

肉

な
こ
と

に
こ

の
思
想

は
、
あ
ら

ゆ

る
存

在
者

を
自

ら

の
も

の
と

し

て
確

保
す

る
た

め

の
最

も
強

力

な
原
理
と

し

て
、
逆

に
主
体

性

の
形

而
上

学
を

基
礎
付

け
る

こ
と

と

な

っ
た

。
こ
の
よ
う

に
主
体

性
を

原
理
と

す

る

形
而

上
学

が

い
き

つ
く
果

て
に
ま

で
達
す

る

こ
と
に

よ
り
、
現
代
は

「
困

窮

(Z
8

」
の
極
ま

っ
た
時
代

で
あ
る

こ
と

に
な

る
。
こ
こ

で

ハ

イ

デ

ッ
ガ

ー

は

へ
ー
ゲ

ル
の
よ
う

に

「
学

」
と

し

て

の
哲
学

に
期

待
を

よ
せ

る
の

で
は

な
く

、
思
惟

の
在

り
方

そ

の
も

の

の
変

革
を

め

ざ

す

の
で
あ

る
。

こ

の
よ

う

に
、

ハ
イ

デ

ッ
ガ

ー

の
見

る
と

こ

ろ

で
は
、

両
者

は

「
跳
躍

」
と

い
う

動
向

を
共

有

し

て

い
る

の

で
あ

る
が
、
し

か
し
彼

に
よ

れ
ば

、
へ
ー
ゲ

ル

の
言
う

「
意
識

の
転
換
」
は

更

に
も
う

ひ
と

つ
別

の
前

提
を

有
し

て

い
る
。
第

一
章

で
確

認

さ

れ
た

よ
う

に

「絶

対
者

は
即

か

つ
対
自

的

に
既

に
我

々
の
許

に
在

り

、
ま

た
我

々
の
許

に
在

ろ
う

と
意

志

す

る
」
と

い
う

こ
と

が
言

わ

れ

て

い
た

。

つ
ま

り
、
絶
対

者

は
我

々

の
許

に
在

る

の
み
な

ら
ず

、
そ

の
よ
う

に
臨
在

し

よ
う
と

「
意
志

」
し

て

い
る

の
で
あ

る
。
と
す

る
と

、
絶
対

者

の

臨
在

の
内

に
入

り
込

も
う

と
す

る

「
意
識

の
転

換
」
は

、
自

ら
を

顕

現

せ
ん
と
欲

す

る
絶
対
者

の
意

志

に
導

か

れ

て

い
る

こ
と

に
な

る
。

意
識

の
転
換

を
動
機

づ

け
る
更

な

る
根

底

は
、
我

々
の
許

に
在

ろ
う

す

る
絶

対
者

の
意

志

に
存

し

て

い
る
。
「
我

々
に
と

っ
て
、
現
出

す

る

も

の

が

自

ら

の

現

出

す

る

こ

と

へ
と

自

己

を

呈

示

す

る

(α
碧
器

=
。
昌
)
の
は

、
我

々
が

転
換

と

い
う
付

加

を
為

す
限

り

に
於

い
て
で
あ

る
。
こ

の
付

加
は

そ

れ
故
、
絶

対
者

の
意
志

を
意

志
す

る

の

で
あ

る

。
付
加

は
、
そ

れ
自
身

絶
対

者

の
絶
対

性

に

よ

っ
て
意
志

さ
れ

た
も

の
な

の
で
あ

る
」

(頃
を
」
o。
ひ
)
。
意

識

の
転

換
と

い
う

跳

躍

は

、
絶
対

者

の
意
志

を

、
あ

る

い
は
我

々
が

絶
対
者

を
意

志

す

る

こ
と

を
前

提
し

て
い
る

の
で
あ

る
。
と

す

れ
ば

、
存
在

と

は

つ
ま

る
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と

こ

ろ

「
意

志

」

に
そ

の
最
も

根

源
的

な
根

を

有
す

る

こ
と

に

な

る

。
へ
ー

ゲ

ル

の
い
う

学

の
立
場

は

、
畢
寛
、
意
志

の
立

場

に
帰
着

す

る
。
こ

の
よ
う

に

「
意
志

」
の
立
場

に
全

て
が

回
収

さ

れ

て
し
ま

う

こ
と

に
対

し

て

ハ
イ
デ

ッ
ガ

ー
は
批
判

の
矛
先
を
向

け

て
い
る
の

で
あ
る

。
こ
う

し
た

批
判

は
表
明

的

に
展

開
さ

れ

て

い
る

わ
け

で
は

な

い
が
、
例

え
ば

次

の
よ
う

な
言
葉

に
う

か
が
え

る

。
「
叙

述
は

絶

対
者

の
絶

対
性

と
と
も

に
絶

対
的

に
始
ま

る
。
叙

述
は

臨
在

の
意
志

の
最
も

極
端

な

暴
力

(島
。
ぎ

堕
。
「
ω
ε

O
。
≦
巴
ρ
傷
$

≦
≡
o
昌
り

畠
2

寄

旨
。。凶o
)
と

と

も

に
始
ま

る
」
(閏
≦

b
O
い
)
。

で
は

何
故

に

「
意
志

」
の
立
場

は
退

け
ら

れ
ね
ば

な

ら

な

い
の
で

あ

ろ
う

か
。
此
処

で

の

「
意

志
」
と
は

個

々
人

の
意
志

を
指

す
も

の

で
は

な

い
。
「存

在
と

時

間
」

に
お

い
て

ハ
イ

デ

ッ
ガ
ー
は

日
常
性

の
内

で
は

現
存
在

が

「
ひ
と

(岳
ω
ζ
8

)」
と

い
う

、
公

共

性

の
支

配
を
受

け
た
、
誰

の
も

の
で
も

な

い
自

己
に
支

配
さ

れ

て

い
る

こ
と

を

強

調
し

た
が

、
ハ
イ

デ

ッ
ガ

ー

の

「
意
志

」
批

判
は

こ

の
側
面

を

引

き

継

い
で

い
る
。
即

ち
、
誰

の
意
志

と

い
う

こ
と

が
も

は

や
言

え

ぬ

よ
う

な
、
そ

れ
故

に
こ
そ
抜
き

去
り

が

た

い

「
意
志

へ
の
意
志

」

に

よ

っ
て
近
世

以
来

の

「
主

体
性

」
が
支
え

ら

れ

て

い
る

、
と
考

え

る

の
で
あ

る
。
こ
う

し
た

誰

の
も

の
で
も

な

い
意

志
は

、
あ

ら

ゆ
る

も

の
を

自
ら

の

「
前

に

・
立

て

(《
自
虫

o昌
o
昌
)」
、
こ
れ
を

「
駆
り

・

立

て

る
e
。
-。・ρ。
=
昌

)」
と

い
う

性

格
を

持

っ
て

い
る
。
で
あ

る
が

故

に
意

志

の
立

場
は

、
「
在

る
」
と

い
う

こ
と
を

「
表

象

さ

れ
て
あ

る

こ
と

(<
o
薦
$
8
旨
葭
。
ε

」
あ

る

い
は

「
対
象

性

」
と

し

て
の

み
捉

え

る
と

い
う

視
野

狭
窄

に
陥

っ
て

い
る
と

い
う

わ

け
で
あ

る
。

こ

れ
に
対

し

て
、
へ
ー
ゲ

ル

の
言
う

意
志
と

は
絶

対
者

の
意
志

、

つ
ま

り
人

間

の
思
惑
を
超

え
た

と

こ

ろ
に
あ

る
意

志

で
は
な

い
か
、

と

い
う

反
論

が
生

じ

て
く

る
か
も

し

れ
な

い
。
し

か
し

、
絶
対

者

の

意
志

と
は

い

っ
て
も

こ
れ
は
主

体
を

離

れ
て
あ

る

の
で
は
な

い
。
ハ

イ

デ

ッ
ガ

ー
は
そ

も
そ
も

絶
対

者

包
舘

〉
房
9
三
。
)
の
本
質
を

「解

放

(〉
σ
。。0
7
0昌
N
)」
(=
南
・ご
P
)
と

い
う

観
点

か
ら

捉
え

る
。
こ

れ
は

対
象

へ
の
依

存
性

か
ら

の
解
放

を

意
味
す

る
が

、
そ

れ
は
全

て

の
相

対
的

関
係
を

単

に
捨

て
去

る
と

い
う

こ
と

で
は

な

い
。
む
し

ろ
逆

に

全

て

の
相
対
的

関
係
を
止

揚
す

る
こ
と

に
よ

っ
て
自
ら

の
内

に
包

み

込

む
と

い
う

仕
方

で
為

さ

れ
る

。
そ

の
結
果

、
絶
対

者

は
自
由

な

開

け

の
内

に
、

言

い
換
え

れ
ば

絶
対

者

の
絶
対

性

(〉
げ
ωo
冒
ヨ
。
雰
自
9

>
げ
。。9
三
〇巳

の
内

に
立

ち
出

で

る
こ
と

に
な
る
。
し
か

し
絶

対
者

が

こ
の
よ
う

に
全

て
の
相

対
的

関
係

を
脱
却

す

る
た
め

に
は
、
主
体
と

し
て

の
意

識

が
意
識

の
全

領
域

を

踏
破

し

て
昇

り

つ
め

て
行

き
、
絶
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対
的

主

体
と

し

て
完

成

せ
ね
ば

な

ら
な

い
。
即

ち

、
主
体

の
完
成
と

絶
対

者

の
顕

現
と

は
表

裏

一
体

の
事

柄

な

の
で
あ

る
。

こ

の
よ
う

に
、
「
意
志

」
が
絶
対

者

の
意

志
、
即
ち

絶

対
的
主

体

の
意
志

で
あ

る
が

ゆ
え

に
、
ま

さ

に
そ

れ
故

に
こ
そ

、
斯

か

る
意
志

に
基

づ

い
た

「
学
」
と

い
う

体
系

の
有

す

る
強
制

力

は
最

高

の
度
合

い
に
ま

で
高

ま

る

こ
と

に
な
る

、
と

ハ
イ

デ

ッ
ガ

ー
は
考

え

て

い
る
。

し

か
し
な

が
ら
第

一
章

で
述

べ
た
よ
う

に
、
ハ
イ

デ

ッ
ガ
ー
自
身

の
思
惟

の
根
本
動

向
と

へ
ー
ゲ

ル
の
そ

れ
と
は

、
基

本
的

枠
組
と

し

て
は

合
致

し

て
い
る
。
両
者

は
、
既

に
臨
在

し

て

い
な
が

ら
も
忘

却

さ
れ

て

い
る
も

の
の
内

に
、
改

め
て
入

り
込

む
と

い
う

課

題
を
共
有

し

て

い
る
の

で
あ

る

。
し

か
し

「
絶
対

者

は
即

か

つ
対

自

的

に
既
に

我

々

の
許

に
在
り

、
ま

た
我

々
の
許

に
在

ろ
う
と

意
志

す

る
」
と

い

う
命

題
か
ら
も

明
ら

か
な

よ
う

に
、
へ
ー
ゲ

ル

の
場

合
は
何

処

ま
で

も

「
意
志

」
の
立

場
と

こ
の
課

題

の
遂

行

と
は
密

接

に
絡

ま
り

合

っ

て

い
る

。
こ

の
よ
う

に
、
評

価

す
る

点
と
批

判
す

べ
き

点

が

へ
ー
ゲ

ル
に
於

い
て
は
密

接

に
絡
ま

り

合

っ
て

い
る
が
故

に
、

ハ
イ

デ

ッ

ガ

ー

の
批
判
は
何
処

か
曖
昧

で
明
快

さ
を
欠
く
と

い
う

こ
と

に
な
る

の
で
あ

る
。

結
語

以

上

の
考

察

か
ら
、
ハ
イ

デ

ッ
ガ
ー
が

へ
ー

ゲ

ル
の
ど

の
よ
う
な

点
を

評
価

し
、
あ

る

い
は
ま
た

批
判

し

よ
う

と

し
て

い
る

の
か
は
幾

分

な
り
と

も
明

ら

か

に
な

っ
た

で
あ

ろ
う

。
だ
が

、
ハ
イ
デ

ッ
ガ

ー

の
批

判
す

る

「
意
志

」
の
立

場
、
あ

る

い
は

主
体

性

の
立
場

が
超

克

さ

れ
ね
ば

な
ら

な

い
と

い
う

こ
と

は
決

し

て
自

明

な

こ
と

で
は

な

い
。
意
志

の
立
場

は
如

何
な

る
点

に
於

い

て
超
克

さ

れ
る

べ
き

な

の

か
、
ま
た

そ

れ
は
必
然

的
な

こ
と

な

の
か
と

い
う

問
題

を
と
き

ほ
ぐ

す

に
は

、
ハ
イ

デ

ッ
ガ
i
自
身

の

「
跳
躍

」
の
思

想
を

仔
細

に
検

討

す

る

こ
と

が
必

要

で
あ

ろ
う

。

註

記

本
文

な
ら
び

に
註

記
に
お
け
る

ハ
イ
デ

ッ
ガ
ー

の
著
作

か
ら

の
引
用
は
次

の
略

号

を
用

い
た
。
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(
一
)

ハ
イ

デ

ッ
ガ

ー
は

一
方

で

二
i
チ

ェ
を

「
形
而
上
学

の
完
成
者

」
と
規

定
す

る
と
同
時

に
、
ヘ
ー
ゲ

ル
を
も
同

じ
く
形
而

上
学

の
完
成

者

で
あ

る
と
述

べ
て

い
る
。
全
集
三
十

二
巻

は

一
九
三

〇
年

か
ら

三

一
年

に
か
け
て
講
ぜ

ら

れ

た
も

の
で
あ

る
か
ら
、
こ

の
と

き

に
は

へ
ー
ゲ

ル
を
以

っ
て
形

而
上
学

の
完
成

者
と
呼

ん
で

い
た

の
が
、
後

に

ニ
ー
チ

ェ
講
義
を

な
す

に
際

し

て

ニ
ー
チ

ェ
に

そ

の
呼
称

が
移

さ
れ
た

の
だ

、

つ
ま

り

ハ
イ
デ

ッ
ガ
ー

の
思
想

の
変
化

で
あ

る
、
と

い
う

反
論
も
成

り
立

つ
か

の
よ
う

に
見
え
る

が
、
更

に
後

の

「
へ
ー
ゲ

ル
と

ギ
リ

シ
ア
人
た
ち
』
に
於

い
て
も

、
や
は
り

へ
ー
ゲ

ル
を

形
而
上
学

の
完

成
者

と
呼
ん

で

い
る
。
こ

の
両

者
が
と

も

に
そ
う

呼
ば

れ
る

の
は
何
故

か
と

い

う
問

題
は
今
後

の
考
察

を
要

求
す
る
。

(二
)
本
来

「精
神

現
象

学
』

の
緒
論

は
十
七
段

落
あ

る
が
、

ハ
イ

デ

ッ
ガ

ー

は
、
本
来

の
十

六
段
落

目

に
相
当

す
る
部

分
を
、

独
立

の
段
落

と
は
見

倣

さ

ず

、
十
五
段

落
目

に
含

め

て

い
る
。

(三
)
本
文

な
ら
び

に
註
記

に
お
け

る

へ
ー
ゲ

ル

の

「精
神

現
象
学
』

緒
論

か

ら

の
引
用

は
、
引
用
文

の
末

尾

に

「
緒
論
」
の
段
落

番
号

の
み
を
付

す
こ
と

に

よ

っ
て
示

し
た
。

(四
)

こ
こ
で

い
わ
れ

て
い
る

「実
在

的
意
識
」

と

い
う

述
語

は
、
少

な
く
と

も

「緒
論

」
の
中

で
は

へ
ー
ゲ

ル
自
身

は
用

い
て

い
な

い
。
「
へ
ー
ゲ

ル
は
、
自

ら

の
内

に
お

い
て
現
出

す

る
も

の
で
あ

る
知
あ

る

い
は
意
識

に
関
し

て
「自
然

な
」
と

「実
在

的
な
」

の
区
別
を

用

い
て

い
る
」
(=
≦
雪一&
)
と

ハ
イ

デ

ッ
ガ
ー

は
述

べ
て

い
る

こ
と
か
ら
、

こ
れ
は

「実

在
知

(α器

器
匿
。
≦

鴇
。e
」
と
同

じ

意
味

で
あ

ろ
う

。

(五
)

こ
こ
で

へ
ー
ゲ
ル
が
言

わ
ん
と

し
て

い
る
の
は
、
素
朴

に
即
自

的
に
真

だ
と
見

倣
さ

れ
て

い
た
最

初

の
対
象

が
、
実
は
単

に
意

識

に
対
し

て
あ

っ
た

に

す
ぎ
な

い
、
と
自

覚
す

る
当

の
知

そ

の
も

の
が
、
そ

の
ま
ま
第

二

の
対
象

と
な

る

の
だ

が
、
そ

の
際

「最
初

の
対

象

に

つ
い
て
の
知

は
、
意
識
自

身
が
転

換
す

る

こ
と

に
よ

っ
て
、
第

二
の
対
象

に
な

る
」
の
だ
と

、
我

々
の
方
が

い
わ
ば
付

け
加
え

て
そ

の
よ
う

に
見

徹
す
、
と

い
う

こ
と

で
あ

る
。
言

い
換
え

る
と
、
「対

象

が
意

識

の
転

換
と

い
う

作
用

に
よ

っ
て
生

じ
て
く

る

の
だ
」
と

い
う

風

に
事

態
を
解
釈

す

る
こ
と
が

、
我

々
に
よ
る
付

け
足
し
だ

、
と
言

っ
て

い
る

の
で
あ

る
。
と

こ
ろ
が

ハ
イ
デ

ッ
ガ
ー
は
、
こ

の
文
を
そ
う

は
読
ま

ず

に
、
意

識

の
転

換
自
体

が
我

々
の
付
加

で
あ
る
と

解
す

る
の
で
あ

る
。
と
す

る
と
、
対
象

の
対

象
性

が
意
識

に
対
し

て
生
成

し

て
く
る

こ
と

が
、
つ
ま
り
存

在
者

の
存

在
者
性

を
意
識

が
自
覚

す
る

こ
と
が
、
「
我

々
の
」

意
識
転
換

に

よ

っ
て
な

さ
れ
る
と

い
う

こ
と

に
な

る
。
即
ち
、
「我

々
」
が
な

す

の
は
純
粋

な
観

望

(N
房
。冨
昌
)
で

は
な
く
、

も

っ
と

積
極
的

に
意

識

の
歴
史

に
介

入
す

る

こ
と

に
な
る

の
で
あ

る
。
こ

の
ハ
イ

デ

ッ
ガ

ー
の
読
解

に
関
し

て
、
ア

ン
ド

レ
ア

ス

・
グ

レ
:
ザ

ー

は

「
こ
う
し

た
理
解

は
テ
キ

ス
ト
か
ら

は
排

除
さ

れ
て

い
る
」
と
批
判

し
て

い

る
。
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(六
)
「意
識

は
自
己
自
身

を
吟

味
す
る

が
故

に
、
こ

の
側
面

か
ら
し

て
も
我

々

に
は
純
粋

な
観
望

の
み
が
残

さ
れ
る
」
二
Q
)。

(七
)
「懐
疑

(ω
蓉
で
の邑
」
と

い
う

言
葉
を

ハ
イ
デ

ッ
ガ

ー
は
、
ギ

リ
シ

ア
語

の

語
源

に
戻

っ
て

「見

る
こ
と
、
観
望

す

る
こ
と
」
と

い
う

意

に
解
し

て

い
る
。

そ
れ
故

「自
ら

を
完
遂
す

る
懐
疑
主

義
」
と

は
、
既

に
現
出

す
る
も

の
の
現
出

を

最
後
ま

で
見
通
す

こ
と
を
意

味
し

て

い
る
。

(八
)

こ

の
巻

(全
集
六
十

八
巻
)

は
、
前
後
半

に
分

か
れ
て
お
り

、
後
半

に

「
へ
ー
ゲ
ル

の
精

神
現
象
学

緒
論

の
解

明
」
と
題

さ
れ
た
講

演

の
草

稿
を
含

ん

で

い
る
。
こ
れ
は
、
段
落
ご

と

の

コ
メ

ン
タ
リ
ー
で
は

な
く
、
全
段
落

を
大
き
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く
五
部

に
分

け
て
主
な
部

分
を
解
釈

す
る
と

い
う

体
裁

を
と

っ
て
い
る
。若

干

細
部

に
於

い
て
相

違
も
あ

る
が
、
大
枠

は

『
へ
ー
ゲ
ル

の
経
験

概
念
』
の
内
容

と

一
致

し
て

い
る
。
お
そ
ら
く

は
前
者

を
も

と

に
し
て
後

者
が
成

立
し

た

の
で

あ

ろ
う

。
本
文

で

の
引

用
は

こ
の
後

半
部

か
ら

の
も

の
で
あ

る
。

(九

)

『存

在

と
時

間

」

に

お

け

る

「
先

駆

的

決

意

性

(
〈
o
=
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『
。
コ
自
。

団
冨
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巨
o
㎝。。。
ロ冨
δ
」
(o。
N
冒ω宝

)
と

い
う
概
念

は

こ
う

し
た

「
跳
躍
」
と

し
て
解

釈

し
得
る

で
あ

ろ
う
。
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difference between the passion of Abraham's faith and the passion of resignation which 

ethically great people, such as Agamemnon, have. While people with a passion of 

resignation alone give up their wish and love with respect to actual objects and try to 

gain satisfaction in the eternal through recollection, the passion of faith enables people 
to believe that their very wish which has been given up will come true in the actual 

world. As a man having intellectual abilities, Johannes cannot accept the existence of 

the contradictory passion of faith. 

   For Johannes, Abraham's faith is to be praised and not to be accepted. This 

contradictory attitude makes the faith he interprets seem paradoxical to himself.

  Die Hegel-Interpretation Heideggers. 
-Zweideitigkeit and Umkehrung des Bewul3tseins-

                     Takeshi HASHIMOTO

   Heideggers Kritik an Hegel besteht darin, In fur den ,Vollender der Metaphysik" 

zu halten. Seine Hegel-Kritik ist abet im Vergleich zu seiner Nietzsche-Kritik nicht so 

deutlich. Dieser Aufsatz versucht daher, anhand seiner Abhandlung ,Hegels Begriff der 

Erfahrung" herauszuarbeiten, welche Seite im Hegelschen Denken Heidegger hochschatzt 

and welche er kritisiert. 

   Heidegger sieht die eigentliche Aufgabe der Phdnomenologie des Geistes darin, 

uns auf rechte Weise in die Parusie des Absoluten, in welcher wir schon sind, obwohl 

wires nicht wissen, einzuftihren. Darin stimmt die Richtung des Heideggerschen Denkens 

grundsatzlich mit demjenigen Hegels uberein. Diese Aufgabe, so denkt Heidegger, 
vollzieht sich gerade durch die ,Erfahrung" des BewuBtseins, in semen Worten, durch 

das,,Gesprach zwischen dem naturlichen and dem realen Wissen". 

   Um dieses ,Gespriich" wirklich zu beginnen, bedarf es, wie Hegel behauptet, der 

,,Umkehrung des BewuBtseins". Heidegger interpretiert sie als ,Sprung" and erhebt 

dadurch den Einwand, daB Hegel in ihr versteckterweise den Willen des Absoluten 

vorausgesetzt hat. Heidegger kritisiert gerade diesen Willen, weil der Wile uns rum 

,,Vor-stellen" and,,Be-stellen" alles Seienden zwingt and damit das Sein selbst vergessen 

lat.
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