
未
済

の
人
倫

ー

『精
神

の
現
象
学
』
主

-
奴

論

の

一
解
釈
1

石

田

あ

ゆ

み

は
じ
め
に
1
問
題
の
所
在

『
精

神

の
現
象

学
』

に

は
市

民

社
会

-
国

家
論

が
な

い
。

よ
り

へ
ー
ゲ

ル
哲
学
的
な

タ
ー

ミ
ノ

ロ
ギ

ー
を

使

っ
て

い
え
ば

近
代

に
お

け

る

「
人
倫

」
の
成
立

に
関
す

る
考

察
が
欠

け

て
い
る

。
人
倫

と

い

う

表
題

を
持

つ
節

は

あ
る

。
が

、
そ

れ
は

周
知

の
よ

う

に
精
神

の
歴

史

を
辿

る
出
発

点

に
お
か

れ
た
、
ギ

リ
シ

ャ

の
ポ

リ

ス
に
関
す

る
叙

述

で
あ

る
。
そ
こ

で
の
人
倫

は

フ
ラ

ン
ク

フ
ル
ト

ー
イ

エ
ナ
期

を
通

じ

て

ヘ
ー
ゲ

ル
の
関
心

事

で
あ

っ
た

は
ず

の
近
代
社

会
を
含

意
す

る

も

の
で
は
な

い
。
ま
た
例

え
ば

そ
れ

に
続
く

精
神
章

の
進

行
も

素

材

と

し

て
は
社

会

的

政
治

的

国
家

的
内

容

を

含

み
な

が

ら

(例
え

ば

「
絶
対

的
自
由

と

恐
怖

」
と

し

て
語

ら
れ

る

フ
ラ

ン
ス
革
命

等
)
、
そ

こ
に

は
現
存

す

る
社

会

-
国

家

(
人
倫

的
共

同
体

)
の
考

察
も

な

け

れ
ば
来

る

べ
き
社

会

-
国
家

像

(人
倫

の
理
想
)

も

な

い
。

も
ち

ろ
ん
こ

の
奇

妙

な

「
欠

如

」
は
見

方

に

よ

っ
て
は

な

ん
ら

奇

妙

な
も

の
と

は

思

わ

れ
な

い
か
も

し
れ

な

い
。

『精

神

の
現

象

学
』

に
先

立

つ
二

つ
の

い
わ

ゆ
る
実

在
哲

学
と

し

て

の
『
イ

エ
ナ
期

精
神

　
こ

哲

学
』
と

は
違

い
、
『
精
神

の
現
象

学
』

は
絶

対

知

へ
と

到

る
精
神

の
現
象
を
或

い
は
意

識

の
経
験
を
描

き
出
す

こ
と
を

目
的
と

し
た
著

述

で
あ

っ
た
。
そ

の
よ
う

な
精

神

が
自
己

を
実

在
化
す

る
こ
と

の
考

察

に

つ
い
て
は
、
ま

た

学

の
体
系

の
別

の
部

門
を
待

た

ね
ば

な
ら

な
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い
の
だ
、

と

一
応

は
結

論
づ

け

る
こ
と

も

で
き

る
。

し

か
し

問
題

は

そ
れ

に
も

関
わ

ら
ず

『精
神

の
現
象

学
』
は
国
家

の
発

生

に

つ
い
て
説

こ
う
と

し

て
お
り
、
さ
ら

に
奇

妙
な

こ
と
に

は

そ

れ
を

途
中

で

や
め

て

い
る
、
と

い
う

こ
と

で
あ

る
。
そ
れ

は
人

倫

が
未

済

で
あ

る
と

い
う

こ
と

で
あ

り
、
そ

の
こ
と

は
自
己

意

識
章

の

中

で
起

こ

っ
て

い
る

。
そ

し

て
こ
れ

は
或

る
意
味

で

『精

神

の
現

象

学
』
全

体

の
構

想

に
と

っ
て
の
断
層

で
も
あ

り
、
ま

た

さ
ら

に
は

イ

エ
ナ
期

の
諸
著
作

の
社
会
哲

学
構

想
を
断
念

さ
せ
る
も

の
で
も
あ

っ

た

(
な
お

以
下

に
お

い
て
は

『精

神

の
現
象

学
』
を

『
現
象

学
』
と

略

記
す

る
)
。

1

自
己
意
識

の
構
造
と
承
認
の
純
粋
概
念

へ
ー

ゲ

ル
は

い
わ

ゆ
る
自

己
意

識
章

、
「
W
自

己
自

身

を
確

信
す

る
真

理

」
を

『
現
象

学
』

の
行
論

の
大

き

な
転

換

点
だ

と

し

て

お

り
、
「
意

識

は
精
神

の
概
念

と
し

て
の
自

己

意
識

に

お

い

て
初

め

て

転

換
点

に
立

つ
」
(
雀
謡

こ
O
。◎
h・)
と

語

る
。
意

識
と

対
象

、
知

と
真

理

の
対

立
関
係

の
内

に
留

ま
り
続

け

て

い
た
対

象
意

識

は
、
そ

の
対
.

立

関
係

そ

の
も

の
か
ら
、
す
な

わ
ち
対

立

の
間
を
往

復
す

る
運
動

か

ら
経
験

を
汲

み
取

っ
て
自

己
を

成
長

さ
せ

て
き

た
。
こ
れ
ま

で
対

象

意
識

と
し

て
存

在

の
真
理

か
ら
疎
遠

な
ま
ま

に
お
か

れ

て
き

た
意
識

は
、

こ
こ

に
お

い
て
今

や

「
真

理

の
生

ま

れ
故

郷

へ
と

歩

み

入

っ

た
」

(㈲
一ひ
q
、一
〇ω
)
。

そ

の
意
味

で

「
我

々

に
は
既

に
精

神

の
概

念

が

現
存

し

て

い
る
。
今

後
意

識

に
対

し

て
生

じ

て
く

る

の
は
精

神

と

は

何

で
あ

る

か
と

い
う

経
験

で
あ

る
」
(⑰
一刈
刈
、一
〇
〇◎)
と

い
わ
れ

る
。

で

は
そ

の

「
精
神

の
概

念
」

と

は
何

を

意
味

す

る

の

で
あ

ろ
う

か
。
そ

し

て

「
我

々

に
と

っ
て

の
」
そ

れ
と

、
「
意
識

に
対

し

て
生

じ

て
く

る

」
と

こ

ろ

の

「
経

験
」
と

は
ど

の
よ
う

に
違
う

の
で
あ

ろ

う

か
。
端

的

に

い
え

ば

前
者

は
他
在

に
お

い
て
自

己

の
も

と

に
あ

る

と

い
う

否
定

を
媒

介
し

た

同

一
性

で
あ

る
。
換

言
す

れ
ば

異

な

っ
た

別

々
の
自
己

意
識

が
自

由

で
自

立

的

で
あ
り

な
が

ら
「
我

々
で
あ

る

我
と

我

で
あ

る
我

々
」
(筐
e

と

い
う

統

一
体

を

な
す
と

い
う

こ
と

で
あ

り
、

こ

れ
は

そ

の
ま
ま

自

己
意

識

の
構
造

で
あ

る
。

し

か

し

こ

の
よ
う

な

精
神

の
概
念

が

登
場

し

た
時

点

で

『
現

象

学
』
が

完
成

す

る
わ

け

で
は

な

い
。
「
我

々

に
と

っ
て

の
」
こ

の
よ

う

な

「
概

念

」
が
今

度

は
意

識
自

身

に
と

っ
て
実

際

に
知
ら

れ

る
必

要

が
あ

る
。
そ
う

だ

と
す

れ
ば

後
者

の

「
経
験

」
と
は

結
局

現
実

の

世

界

の
中

で

の
あ

の
概
念

の
発

展
を

そ

の
完
成

(絶
対

知
)
に
到

る
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ま

で
意

識

の
側

か
ら
追

体
験

し

て

い
く

こ
と

に
他

な
ら
な

い
。
換

言

す

れ
ば

「
承

認

の
純
粋

概
念

」
が
歴
史

の
中

で
人
倫

の
理
想

の
実

現

と

し

て
実

現
さ

れ

る

の
を

見
届

け

る
と

い
う

こ
と

で
あ

る

。

し
か

し

こ

こ

で
問
題

は
、

前
者

の
無

-
時
間

的

な
精
神

の
概

念

と

、
後
者

の
歴
史
的

に
実

現
さ

れ
る
精

神
及

び
そ

の
意
識

に
よ

る
経

験

と

が
、
果

た
し

て
本

当

に
対

応
し

て
い
る
の
か
ど

う
か

、
と

い
う

　ニ
ソ

点

に
あ

る
。

我

々
は

、
そ

れ
は
対
応
す

る
も

の
で
は
な

い
と

い
わ
ざ

る
を
え

な

い
。
そ
れ

は
現
在

に
至

る
ま

で

の
現

実

の
歴
史

が
、
現
に

へ
ー
ゲ

ル

の

い
う

精
神

の
概
念

に
見
合

っ
た
形

で
、
つ
ま

り
相

互
承

認

の
成

り

立

っ
た
人

倫
的
共

同
体

の
成
立

と
し

て
成

就
し
終
結

し

て
は

い
な

い

こ
と

を
我

々
は
知

っ
て
い
る
、
と

い
う

単
純

な

理
由

に
よ

る
。
だ

か

ら
あ

の

一
節

で

へ
ー

ゲ

ル
が

い
う

と

こ

ろ

の

「
精

神

の
概

念
」

と

「
そ

の
経

験
」
と

の
間

に
は
避

け

が
た

い
断

層

が
あ

る
。
こ

の
こ
と

を

『
現
象

学
』
の
構
想

全
体

に
渡

っ
て
論
究

す

る
こ
と

は
本

論

の
範

囲
を

超
え

る

。
こ

こ
で

は
む
し

ろ
自

己
意

識
論

こ

そ
、
こ

の
断

層

が

叙
述

の
上

で
も

っ
と
も

早
く
、
ま
た
も

つ
と
も

露

に
地
表

に
顔

を
覗

か

せ

て

い
る

部
分

な

の
だ

と

い
う

こ
と

を
明
ら

か

に
し
た

い
。

1
自

己
意

識

の
構

造

さ

て

へ
ー

ゲ

ル

の

い
う
自

己
意

識

の
構

造
と

は
端

的

に

い
え

ば

「
自

己
め

他
的
存

在

に
お
け

る
自

己
自

身

と

の
統

一
」

(ゆ
一
謡

こ
O
。。
)

で
あ

る
。
こ
こ
か

ら
我

々
は

二

つ
の
契
機

を
取
り

出
し

て
く

る

こ
と

が

で
き

る
。
ω
自

己
自

身

と

の
同

一
性

、
と

い
う

契
機

と
、
②
他

的

存

在

、
と

い
う

契
機

で
あ

る

。
へ
!
ゲ

ル

に
と

つ
て
自

己
意

識
と

は

〈私

は
私

で
あ
る
〉
と

い
う

無

条
件

の
直

観
的

な
同

一
性

で
は
な

く
、

従

っ
て
体
系

の
無
前

提

の
出
発

点

で
は

な

い
。
あ

る

い
は
孤

立

し
た

自

我

の
内

部

で
生

じ

て
く

る
俗

に

い
う

〈自

意
識
〉
の
よ
う

な
も

の

で
も

な

い
。

そ
れ

は
構

造

上
不

可

避
的

に

「
他
者

」

を

必
要

と

す

る
。
「
一
つ
の
自
己

意
識

が

一
つ
の
自

己
意

識

に
対

し

て
存
在

す

る
。

こ

の
こ
と

に

よ

っ
て
初
め

て
自

己
意

識

が
存

在
す

る
」
(葦
e

、
こ

の
こ
と

は
自

己
意
識

が
承

認

に
お

い
て

の
み
存

在
す

る
と

い
う

こ
と

を
意
味

す

る
。
既

に

「
自
我

は
関
係

の
内

容

で
あ

り
、
関
係

す

る

こ

と
そ

の
も

の
で
あ

る
」
(ゆ
ま
ひ
ご
8

)
と

い
わ

れ

て
い
た

が
、
そ

の
関

係
と

は
実

は

「
承
認

関
係

」
だ

っ
た

の
で
あ

る

。
自

己
意

識

の
構

造

の
解

明

は
そ

の
ま
ま

承
認

の
純

粋
概

念

の
解

明

に
移
行
す

る
。

2
承
認
の
純
粋
概
念
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自

己
意

識
章

は
分

量
的

に
も
短

く
、
そ

の
内

部
構

成

も
他
章

と

比

べ

て
整

っ
て

い
な

い
。
こ
れ
は

『
現
象

学
』
成

立

に
関

わ

る
問
題

で

あ

ろ
う

が
本
稿

で
は

そ
れ

に
立
ち

入

る
こ
と

は

で
き

な

い
。
た
だ

こ

の
よ
う

な

一
種

の
不
整

合

は
本

稿

の
主

要
な

対
象

で
あ

る

テ

ク
ス

ト

、
自
己

意
識

章

A

「
自

己
意

識

の
自
立

性
と

非

自
立

性
、
主

で
あ

る
こ
と

と
奴

で
あ

る
こ
と
」
の
中
に
も

顕
著

に
現

れ

て

い
る
こ
と

を

指

摘
し

て
お

こ
う

。
こ

の
A
節

は
次

の
三

つ
の
部

分

に
分

け
る

こ
と

が

で
き

る
。

ω
序

論
的

な
部

分

(ゆ
一
q
。。
)

②

「
我

々
」

に

と

っ
て

の
承

認
-

承

認

の
純

粋

概

念

(費

刈
O
-

ゆ
一
〇。
い
)

㈲

「
自

己
意

識
」
に
と

っ
て

の
承

認
-

現
実

に
現

れ

た
承

認

の
運

動

(費
o◎
ひ
-⑰
一〇
ひ
)

こ

の
㈹

は
さ

ら

に

二

つ
に
分

け

る
こ
と

が

で
き

る
。

す

な
わ

ち

㈹

-
①

承

認
を

め
ぐ

る
闘
争

(費

。。
ひ
-警

。。
ゆ
)

㈹

-
②

主
と

奴

(ゆ
一り
O
ー
ゆ
一
り
α
)

従

っ
て
A

の
表

題
と
き

ち

ん
と
適
合

し

て

い
る
部
分

は

、
実

は
㈲

-
②

の
み
、
広

く

と

っ
て
も

㈹

の
全
体

に
す
ぎ

な

い
。
へ
ー
ゲ

ル
自

身

が

轡

◎。
い
で
明

言
し

て

い
る
よ
う

に

「
承

認

の
純

粋
概

念

」
の
考

察

は

「自

己
意

識

に
と

っ
て
承
認

の
過
程

が

ど

の
よ
う

に
現

れ

て
く

る
か
」

の
考
察

に
先

立

つ
も

の
と

し

て
は

っ
き

り
区

別

さ

れ

て

い

る
。
そ

し

て

二

つ
の
自

己
意
識

の
問

の

「
不
等

性
」
、
即
ち

「
自

己

意

識

の
自

立

性
と

非
自

立
性

」
が

示
さ

れ

る
の

は
後

者

の
考

察
を

待

た
ね

ば
な

ら
な

い

(くoQ
姦

一
◎。
い
こ
一
〇
)。
そ

し

て
そ

の
不
等

性

と

は
な

ん
ら
承

認

の
概
念

に
由

来
す

る

の
で
は

な
く

、
む

し

ろ
そ
れ

が
現

実

の
歴

史

の
中

に
お

か

れ
た
と

き

に
現
象

し

て
く

る

の

で
あ

る
。

さ

て
承

認

の
純

粋

概
念

は

「
他

在

に

お

い
て
自

己

の
も

と

に
あ

る
」
と

い
う

既

に
述

べ
た
自

己
意

識

の
構

造
と

相
即

し

て

い
る

。
こ

の
よ
う
な

承
認

の
純
粋
概

念
は

へ
ー
ゲ

ル
に
よ

れ
ば
以

下

の
四

つ
の

契

機

を
含

ん

で

い
る
。

①

承

認

の
運

動

の
出

発
点

(
ゆ
一
謬

こ
O
ゆ
、
引

用
も

全

て
同
所

か

ら
。

以
下

同
様

)

自

己
意

識
が

他

的
存

在

を
も

つ
と

い
う

こ
と

。
あ

る

い
は

「
つ

の
自
己

意
識

に
対

し

て
他

の
自

己
意
識

が
あ

る
と

い
う

こ
と

。
こ
れ

は
既

に
前
節

1
で
見

た
自
己

意

識

の
構

造
と

全
く

同
じ

で
あ

る

。
た

だ
し

前

に
は
自

己

意
識

が
静

止
的

な

〈
構

造
〉
と
し

て
説
明

さ

れ

て

い
た

の
に
対

し

て
、
こ
こ

で
は

そ

の
構

造

を
実

現

す

る
た

め

の

〈
運

動
〉
の
出

発
点

と

し

て
論

じ
ら

れ

て

い
る
。
要

す

る

に
自
己

が

他
者
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と

の
関

係
を
通

じ

て

の
み
あ

る
と

い
う

こ
と
だ

が

、
こ
の

こ
と

は

二

重

の
意

味
を

持

つ
。
第

一
に
自

己
が

〈他
者

で
あ

る
〉
の
だ

か
ら

自

己

意
識

は
自

己
を

失

っ
て

い
る

。
第

二

に

〈自

己

が
〉
他

者

で
あ

る

の
だ
か

ら
自

己
意

識

は
他
者

を
廃

棄

し

て

い
る

。

②

他

的
存

在

の
廃
棄

(
ゆ
一
◎Q
O
、一
〇
〇
)

自

己
意
識

は
最
初

か
ら
他
者
と

の
関
係

の
中

に
お
か
れ

て

い
る
か

ら

、
自

己

意
識

が

〈自

己

で
あ

る
〉
た

め
に

は
、
つ
ま

り

承
認

さ

れ

る
た

め

に
は
自

分

の
他

的
存
在

を
廃

棄

し
な
け

れ
ば

な

ら
な

い
。
こ

の
こ
と

は
結
局
①

の
関

係

の
廃
棄
を

意
味

す

る
が
、
①

が

二
重

の
意

味
を
持

つ
て

い
た
こ
と

に
対
応

し

て
、
こ
の
廃
棄

も

二
重

の
意
味

を

持

つ
。
第

一
に
自

己
意

識
は
他

者
を
廃

棄
す

る

こ
と

に
よ

っ
て
自

己

の
実
在

を
確

信

し
よ
う

と
す

る
。
し
か
し

第

二
に
そ

の
こ
と

に

よ
り

か
え

っ
て
自

分
自
身

の
廃
棄

に
向

か
う

こ
と
に

な
る

。
と

い
う

の
も

こ

の
他
者

が
自

己
自

身
だ

か

ら
で
あ

る

。

③
自

己

へ
の
還
帰

(⑰
一
QQ
一
、
一〇
〇
)

こ

の
よ
う

な
廃
棄

は

ま
た
自

己

の
内

へ
の
、
や
は
り

二
重

の
還
帰

で
も
あ

る

。
第

一
に
自
己

意
識

は
自
分

の
他

的
存
在

を
廃

棄

す
る

の

だ

か

ら
、
自

己
自

身

を
取

り
戻

す
。
し
か

し
第

二
に
そ

れ
は
ま

た

他

者

の
内

に
あ
る
自

己

の
存
在
を

廃
棄
す

る
こ
と

で
他
者
を
自

由

に
す

る
こ
と

で
も

あ

る

。

④

相

互
的

行
為

(㈲
一
。。
P
山
。。
赴
一
一
〇
)

以

上

の
よ
う
な

運
動

は

一
つ
の
自

己
意
識

の
側

で
と
同
様

他

の
自

し

り

己
意

識

の
側

で
も
起

こ

っ
て

い
る
相

互
的

な
も

の
で
あ

る
。
こ

の
こ

と
を

へ
ー

ゲ

ル
は

「
各

極

は
他

極

に
と

っ
て
媒
辞

で
あ

り

、
こ

の
媒

辞
を
介

し

て
各

極

は
自

己
自
身

と

の
媒

介
的

関
係

に
入

り

、
ま

た
自

己
自
身

と
推

理

的

に
連

結

す

る
。
そ
し

て
各

極

が
自

己

に
と

っ
て
も

他
極

に
と

っ
て
も
無

媒

介

に
自

分
だ

け

で
あ

る

実
在

で
は

あ

っ
て

も
、
同
時

に

こ

の
実
在

が
自

分

だ
け

で
あ

る

の
は

、
た

だ

こ

の
よ
う

な
媒

介

に
よ

っ
て

の
こ
と

で
あ

る

に
す
ぎ

な

い
」
と

述

べ
る
。
つ
ま

り
「
両
極

は
互

い
に
承

認

し
あ

っ
て
い
る
も

の
で
あ

る
こ
と

を
互

い

に
承

認
し

あ

っ
て

い
る
」
。
承
認

の
純

粋
概

念

と

は
結

局

自

己
意

識

の

二
重

化

し

た
統

一
の
構

造

を
、

二

つ
の
自

己
意

識

間

の
運

動

に

よ

つ
て
実

現

す

る
も

の
で
あ

る
。

そ

し

て

こ
こ

で

の
承
認

の
運

動

は
、
特

に
最
後

の
④

で
明
ら

か
な

よ
う

に

二

つ
の
自

己
意

識

の
間

で

の
対

等

で
相

互
的

な
承

認
関
係

に
帰

結
す

る
。
こ

の
よ
う

な
承

認
を

〈水

平

的
承

認
〉

と
呼

ぶ
こ
と

に
す

る

。

∬

承
認
を
め
ぐ
る
闘
争
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『
現
象

学
』
に
お

い
て
は
承

認

の
純
粋

概
念

は

い
わ
ば

無

-
時

間

的

な
も

の
で
あ
り

、
文
字

ど

お
り

「
純
粋

」
な

「
概
念

」
に
す

ぎ

な

い
。

『
現

象

学
』

特

有

の

い

い
方

で

い
え

ば

こ

の
承

認

の
運
動

は

「
我

々
に
と

っ
て
」
(暫
q
Q。
こ
O
ゆ
)
の
も

の
で
あ

る
。
今
度

は
承
認

の

過

程

が

「
自

己

意
識

に
対

し

て
」
(吻
一。。
い
こ
一〇
)
ど

の
よ
う

に
現
れ

て

く

る
か

が
考
察

さ

れ
る
が

、
そ

こ
で

の
承
認

は
有

限

な
個
体

性
を
持

つ
自

己
意

識

に
と

っ
て
、
も

は

や
純

粋
な

概
念

で
は

な

い
。
つ
ま

り

こ
こ

で
は
有

限
な
生

命
や
身
体

を
持

つ
個

体
問

の
闘
争

と

し
て

の
承

認

の
運
動

が
論

じ
ら

れ

る
。
前
節

で
は
、
運
動
的

な

も

の
で
は
あ

っ

て
も
自

己
意
識

の
原
理
的

な
構

造
と
見
合

う
純
粋

な
概
念
を
示

し
て

い
た

〈承

認
〉
は
、
い
ま

や
個

体

の
身
体

性
と

い
う

限
界

に
よ

っ
て

バ
イ

ア
ス
を

か
け
ら

れ
た

も

の
と

な

る
。
こ
こ
に

お

い
て
自

己
意

識

も
、
そ
れ

に
と

っ
て

の
他

の
自

己
意

識
も
身

体
を
持

っ
た
存

在

で
あ

り
、
そ

れ

ゆ
え

承
認

に
お
け

る
あ

の
他
的

存
在

の
廃

棄
も

、
生
命

の

廃
棄

と

い
う

意
味

を
も

つ
。
自

己
意

識
が
自

分
だ

け

で
の
存
在

を
証

し
立

て
る
こ
と

は

「ど

ん
な

限
定
的

な
定

在

に
も

結
び

つ
け

ら
れ

て

い
な

い
」
こ
と

を
示

す
こ

と
だ

が
、
こ
れ

は
結

局
生
命

に
執
着

し

て

　　ニ
　

い
な

い

の

を

示

す

こ
と

で
あ

る

(
く
oq島

一
Q。
q
こ

=

)。

自

己
意

識
章

冒
頭

に

「
生
命

-
欲

望

」
論

(費
α
。。
-
一司

こ
O
↑
一
〇
〇
)

が
お

か
れ

て
い
る
こ
と

の
意
味

は
こ
こ

に
お

い
て
初

め
て
明
ら

か
に

な

っ
た

。
そ
れ
は

「
承
認

を

め
ぐ

る
闘
争

」
以

降

の
議
論

(留
。。
亀
h。、

一
一自
ご

に

お

い
て
、

〈承

認
論
〉

を

有
限

な
生

命

と
身
体

を
持

つ
、

生
き

た
諸
個
人

の
間

の
問

題
と

し
て
は

っ
き
り

と
定
位

さ
せ

る
た
め

　
　

の
伏

線
だ

っ
た

の
で
は

な

い
だ

ろ
う

か

。

し
か

し

こ

の
問

題

構
成

は

様

々
な

問
題

を
含

ん
で

い
る

。
第

一

に
、
身
体

性

と

い
う

限

界
を

持

つ
個
人

の
場

に
投

射

さ
れ

た

〈承

認

論
>
1

〈社
会

哲

学
的

承
認

〉
と

い
っ
て
も

い
い
だ

ろ
う
ー

は
、
承

認

の
純
粋
な
概
念

を

そ
の
ま
ま
社

会
的
現
実

に
写
像

し
た
も

の
で
は

な

か

っ
た

。
社
会

哲
学

的
な

コ
ン
テ

ク
ス
ト

は
承
認

の
純
粋

概
念

を

歪

め
ず

に

は
お
か

な

い
。
そ

の
端

的

な
結
果

が
承

認

の

〈
不
等
性

〉

の
問
題
と

し

て
現
れ

て
く

る
。
承

認

の
純

粋
概

念

に
お

い
て
は

既
に

見

た

よ
う

に
承
認

の
運
動

の
帰

結
は
対

等

で
相

互
的

な
承
認

、
〈
水

平
的
承

認
〉
で
あ

る

。
し

か
し

現
実

の
社
会

に
お

い
て

は
承

認

は
必

ず

不
等

な
も

の
1

一
方

は
承
認

さ
れ

る
が
他
方

は
承

認

さ
れ
な

い
、

あ
る

い
は
不
十

分

に
し

か
承
認

さ
れ
な

い
も

の
と

し
て
現

象
す

る
。

つ
ま

り
、
現
実

の
承
認

と

は

〈垂

直

的
承

認
〉
な

の

で
あ

る
。
そ
し

て
そ

れ
は
根

源
的

に
は
、
ま

さ
に
現
実

の
人
間
が

生
命
と

身
体

を
持
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ち
、
そ
れ

ゆ
え

「
物

」
と

関
わ

ら
ざ

る
を
え

な

い
こ
と

に
由
来

す

る
。

第

二
に
、
こ

の

〈社
会

哲

学
的
承

認
〉
は
、
し

か
し
ま

た
逆

に
十

分

に
社

会
哲

学
的

で

は
な

い
と

い
う

問

題
が
あ

る

。
つ
ま
り

、
こ
こ

で

は
承

認
を

め
ぐ
る
闘
争

は
他
的
存

在

の
廃
棄

を
賭

け
た
も

の
か
ら

生

死
を

賭
け

た
も

の

へ
と

発
展

す

る
と

さ
れ

て

い
て
、
「
万

人

の
万

　　
　

人

に
対
す

る
闘

い
」
と

い
う

ホ

ッ
ブ
ズ

的

な
自
然

状
態

の
意

味
あ

い

が

濃

い
、
あ

る
種

抽

象
的

な
議

論

で
あ

る

。

し
か

し
、

実

は
既

に

=

八

〇

五
/
〇

六
年

の
精
神

哲
学

」
に
お

い
て
、
闘

争

の
出
発

点

は

は

っ
き
り

と

「
占

有

ω
o
。。一
臼
」
を

め
ぐ

る

も

の
だ
と

さ

れ

て

い

た

。

し
か
も
占
有
よ

り

〈前

に
〉
既

に
労

働

が
論

じ

ら

れ

て
お
り

、

個

人
は
労
働

の
中

で
自

己
を
物
化

し

て
生
産

物

の
中

に
置
き
入

れ
る

と

さ

れ

て

い
た
。
そ
し

て

そ
れ
が
根

拠

と
な

つ
て
占
有

が
生

じ

る
。

だ

か
ら

こ
の
占
有

を

め
ぐ

る
闘

争

は
は

つ
き

り
と

「
物

」
と

結
び

つ

く

だ
け

で
な
く

、
そ
の
背
後

に
あ

る
労
働

及
び
労

働

主
体

と
結
び

つ

い
て
お

り
、
生
死
を

め
ぐ

る
闘
争

に
ま

で
突
き
進

ん
だ
後

の
承
認

の

成

立
も

、
全

社
会

的
な

商
品

世
界

の
成
立

の
み
な

ら
ず

、
労

働
と

分

業

と
所

有

の
全

社
会

的
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク

の
成
立

と

も

不
可

分

で
あ

る
。し

か
し

『
現
象

学
』
に
お

い
て
は
労

働

は
承
認

を

め
ぐ

る
闘

争

の

〈後

に
〉

登

場
す

る

。
そ

れ

に
と
も

な

い
、
闘
争

の
焦
点

と

な

っ
て

い
た

「
定
在

へ
の
執
着

」
の
意

味

も
後

に

な

っ
て
か

ら

「
生

命

」
だ

け

で
は
な

く

「
物

」

一
般

へ
の
執

着

で
あ

つ
た

と
読

み
直

さ

れ

る
。

だ

か

ら
闘

争

の
議

論

の
所

で
は
物

上
労

働

と

の
関
係

が
曖

昧

で
あ

り

、
承

認

の
成
立
も

そ

の
社
会

的
意

味
を

か

な
り
薄

め

ら
れ

た
記

述

に
な

っ
て

い
る
。

も
ち

ろ
ん

へ
ー

ゲ

ル
自

身

は
承

認
を

め
ぐ

る
闘

争

が
も

た
ら

す

不
等
性

や
、
さ

ら
に

そ

の
依

っ
て
き
た

る
所

以
た

る
生
命

的

な
個

体

の
在

り
方

を

、

あ
く

ま

で
も

過
渡

的

な
段

階

と

し

て
規
定

し

て

い

る
。
そ
れ

ら
は

や
が

て
精
神

の
現
象

の
階
梯

の
中

で
解

消
さ

れ

る
は

　　
　

ず

で
あ

る
。

し

か
し

我

々

の
問
題

意
識

か
ら

す

れ
ば

、
「
生
命

の
存

在

の
内

に

沈

み
込

ん
だ
意

識

」
(脅

。。
ひ
ご
=
)
間

で

の
承
認

関
係

と

し

て

の
承

認

を
め

ぐ
る
闘

争

を
取
り

上
げ

る
と

い
う

こ
と

は
、
近
代

自
然

法
論

の

問
題
意

識
を
少

な
く
と

も
何
ら

か

の
意
味

で
共

有
す

る
こ
と
を

意
味

　セ
　

す

る
。
「
承

認
を

め

ぐ

る
闘
争
」

は
近
代

自

然
法

論

に
よ

る

〈自

然

状
態

〉
の
理
解

に
対
す

る

批
判

に
も

な

っ
て

い
る

が
、
そ
れ

ゆ
え

に

そ

れ
は

へ
ー
ゲ

ル
自

身

の

〈
自

然
状

態
〉

の
解
釈

を

示

し

て
も

い

る
。

だ

と
す

れ

ば
、

へ
ー
ゲ

ル
は

こ

の
後

く
自
然

状

態

か

ら

の
脱
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　ム

却
〉
を
論

じ

な
け

れ
ば

な
ら

な

い
は
ず

で
あ

る
。
そ

の
議
論

は
、
少

な
く
と

も
自

己
意

識
章
を

書

い
て

い
た
時
点

に

お

い
て
、
当

然
国

家

論
を
展

望
す

る
構
え

を
持

っ
て

い
た

に
違

い
な

い
が
、
そ

の
意

図

が

何
ら

か

の
理

由

で
放
棄

さ
れ

た
か
変
更

さ
れ
た

の
で
あ

ろ
う

。
従

っ

て
我

々
は

さ
ら

に
議
論
を

進

め

て
、
へ
ー
ゲ

ル
は
こ

の

コ
ー

ス
を

厳

密

に
は
ど

こ
で
放
棄

し

た

こ
と

に
な

る

の
か
、
ま

た

そ
れ

は
な
ぜ

か

を
考

え

な
け

れ
ば

な
ら

な

い
。

さ

て
生

命

と
身

体

と

に
捕

わ
れ

た
自

己
意

識

の
1

言

い
換

え

れ

ば
現
実

の
社
会

に
生
き

る
個
体

に
と

っ
て
の
承

認
関
係

は
生
死

を
か

け

た
闘

い
に
ま

で
発
展

せ
ざ

る
を
え

な

い
。
と

い
う

の
は

こ
こ

に
お

い
て
自

己
意
識

は
ま

さ
に
自

己

の
有

限
な
生
命

と
身
体

性
と

に
絡
め

取

ら
れ
た
存

在

と
し

て
登
場

し

て

い
る
か

ら
、
も

し
自

ら

が
本
当

に

自

己

の

ア
イ

デ

ン

テ
ィ
テ

ィ
ー
を

、
つ
ま

り

「
純

粋

な
自
分

だ

け

で

の
存

在

」
を
承

認

さ

れ
た

い
と
す

れ
ば

、
「
自

分

が
自

分

の
対
象

的

な
在

り
方

の
純
粋

な
否
定

で
あ
る

の
を

示
す

こ
と

」
、
「
ど

の
特
定

の

定
在

に
も

、
…
…
生
命

に
も

結
び
付

け
ら

れ

て

い
な

い
の
を

示
す

こ

と

」
が
必

要
だ

か
ら

で
あ

る

(〈
αq
一.ゆ
一
。。
ミ
一
=
)
。
互

い

に
生
命
を

持

つ
存
在

で
あ

る
自
己
意

識

の
間

に
お

い
て
は
、
そ
れ

は
自

ら

の
生

命

を

賭

け
他
者

の
死

を

目
指
す

こ
と

で
し

か
実

現

さ
れ

な

い
。

し

か
し

「
死
」

を

通

し

て
は
結

局
何

も

実

現

さ
れ
え

な

い
、

と

ヘ
ー

ゲ

ル
は

い
う

。
「
生
が

意
識

の
自

然
的

な
肯

定

で
あ

り

、
絶

対

的

な
否

定
性

な

し

の
自

立
性

で
あ

る

の
と

同

じ
よ
う

に

、
死

は
意

識

の
自
然

的

な
否

定

で
あ

り
、
自

立

性
な

し

の
否
定

で
あ
り

、
そ
れ

ゆ

え

こ

の
否

定
は
承

認

に
要
求
さ

れ
て

い
る
意

義
を
欠

い
た

ま
ま

に
と

ど

ま

る
」
(蜜

。。
。。
こ
旨

)。

つ
ま

り
単

な

る
自
然

的

な

「
生
命

」
が

諸

個

人

の
直

接
的

な

定
在

(身
体

性

)
を

し
か

意
味

し

な

い
と

い
う

こ

と

の
裏

返
し

と

し

て
、
そ

の
よ
う

な
自
然

的
な

生
命

や
定

在

の
単
純

な
廃
棄
と

し

て
の
死

は
な

ん
ら
承

認

の
実

現
を
意
味

し
な

い
と

い
う

の

で
あ

る
。
簡

単

に

い
え
ば

「
我

々
と

し

て

の
我
」
の
境

位

を
成

立

さ
せ

る
以

前

に
そ

こ

へ
到

る

「
我

」
の
可
能

性
を

つ
ぶ

し

て
し
ま

っ

て
は
元

も
子

も

な

い
と

い
う

こ
と

で
あ

る
。
承

認

の
運
動

は

そ

の
よ

う

な
自

然

的
な

生

死

(
「
抽
象

的

な
否
定

」
)
に

関
わ

る
も

の
で
あ

っ

て
は

な
ら

ず
、
「
意
識

の
否
定
」

で
な

け
れ

ば
な

ら

な

い
。
と

い
う

の
は

「
意
識

と

は
止
揚

さ

れ
た
も

の
を
保

存

し
維
持

す

る
よ

う
な

や

り

方

で
止
揚

す

る

の
で
あ
り

、
こ
の
こ
と

に
よ

っ
て
意

識
は
自

分

の

止

揚

さ

れ
た

こ
と

を
も

越
え

て
生

き
延

び

る
」
か
ら

で

あ

る
(
以

上

吻
一Q◎
o◎
こ
旨

)。

承

認
を

め
ぐ

る
闘
争

は
、
そ

の
内
実

は
異

な

る

が
、
社

会

契
約

説
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で

い
う
自

然
状
態

か
ら
社
会
状
態

へ
の
プ

ロ
セ
ス
に
当
た

る
で
あ

ろ

う

。
『
現
象

学
』
の
承

認
を

め
ぐ

る
闘

争
は

、
「
一
八

〇

五
/
〇

六
年

の
精
神

哲
学

」
に
比

べ
て
経

済
学

的
な

含
意

が
稀
薄

に

な

っ
て

い
る

た
め

、
特

に

ホ

ッ
ブ
ズ

的

な

「
万
人

の
万

人

に
対
す

る
闘

い
」
に
よ

く

似

た
外

観

を
呈

し

て

い
る
。

そ
し

て
闘

争

が
頂

点

に
達

し

た
と

き

、
個

人

が
他

者

の
死
を

目
指
す

の
で
は

な
く

、
ま

た
自

分
だ

け

の

恣

意
を

押
し

通
す

の
で
も

な
く

て
、
む

し

ろ
自
己

の
意
識

を
止

揚
す

る

こ
と

に
よ

っ
て

「
生
き

延
び

る
」
と

い
わ

れ
る
事
態

は
、
ホ

ッ
ブ

ズ

の
場

合
に

は
諸
個

人
が
自

ら

の
権
利
を

譲
渡
す

る

こ
と

に
よ

っ
て

国
家

を
生

じ

さ
せ

る
、
社
会

契
約

の
成

立

に
当

た

る
。
も

ち

ろ
ん
既

述

の
よ
う

に

(注

七
参

照
)
、

そ
も

そ
も

へ
ー
ゲ

ル
は
国

家

の
形
成

に
関

し

て

〈契

約
〉
と

い
う
概

念
を
適

用

す

る
こ
と
自

体

を
戒

め

て

お
り
、
へ
ー
ゲ

ル
の
承
認
論

と

ホ

ッ
ブ
ズ

の
社

会
契
約

説

と

の
間
に

は
大
き

な
違

い
が
あ
る

こ
と
は
確

か

で
あ

る
。
し

か
し
少

な
く

と
も

自
己

意
識

章

に

お

い
て
、

闘
争

の
終

結

は
、

ホ

ッ
ブ
ズ

の
描

い
た

「
獲

得

さ
れ
た

コ
モ

ン
ウ

ェ
ル
ス
」
と

類
似

し

た
不
平

等

な
社
会

を

　き

生
む

。
へ
ー
ゲ

ル

に
よ
れ
ば
生

死
を

か
け

た
闘
争

の
中

で
、
自

己

の
生
命

に
関

す

る
執

着
を

断
ち

切
り
得

た
も

の
が
、
そ
う

で
き
な

か

っ
た
も

の
に
対

し

て
勝

利
し

、
支

配
す

る

。
「
一
方

の
形
態

は
自

立
的

意

識

で
あ
り

自

分
だ

け

で
の
存
在

が

そ

の
本

質

で
あ

る
、
他
方

の
形
態

は

非
自

立
的
意
識

で
あ
り

生
命

な

い
し
他

者

に
対
す

る
存
在

が
そ

の
本

質

で
あ

る
。
前

者

は
主

で
あ

り
後

者

は
奴

で
あ

る
」

(ゆ
一
Q◎
O
こ
這
)
。

皿

未

済

の
人
倫
ー
主

-
奴
論

『
現
象

学
』

の
主

-
奴
論

は

、
コ
ジ

ェ
ー
ヴ

の
斬

新

な
解

釈

に
よ

ハ
　
　じ
　

り
再

び

脚
光
を

浴

び

る
よ
う

に
な

っ
た
。
し
か

し
、
コ
ジ

ェ
ー
ヴ

の

読

み
が

へ
ー
ゲ

ル
自

身

の
意

図
と

は
あ
ま

り

に
も

離

れ
す

ぎ

て

い

　
ニ
　

る
、
と

い
う

趣
旨

の
批

判
も

続

出
し

た
。
確

か

に
、
人
間

学

的

に
あ

る

い
は
社
会

史
的
に
解
釈

さ
れ

た

〈
主

-
奴
弁

証
法

〉
を

軸
と

し

て

『
現
象

学
』

の
全
体

を

読

み
解
く

と

い
う

の
は

、
少

な
く

と
も

へ
ー

ゲ

ル
自

身

の
構
想

と

は
離

れ
た
も

の
で
あ

ろ
う

。
最
近

で
は

ウ

ィ
リ

ア
ム
ズ

が
著
書

『
承
認
ー

フ
ィ
ヒ

テ
と

へ
ー
ゲ

ル

の
他

者

論
』
の
中

で
以

下

の
よ
う

に
批

判

し

て

い
る
。

「
『
精
神

の
現

象
学

』
を

実
存

主
義
的

入
間
学

と

し

て
解

釈
す

る

に

際

し

て
、
コ
ジ

ェ
ー
ヴ

は
論

理

的
な

深
層
構

造
と

、
そ

の

「
意

識

の

諸

形

態

」

へ
の
関
係

を
無

視

し

て

い
る

。
…

…

へ
ー
ゲ

ル
の

「
諸
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形
態

」
の
現
象

学
は
紛

れ
も

な
く

コ
ジ

ェ
ー

ヴ

の
人
間
学

的
関

心

に

関

連
を
持

つ
が

、
し

か
し

そ
れ

は
ま

た
哲

学
的

人
間

学
以

上

の
も

の

コ

ニ
　

で
あ

る
」
。

我

々
も
ま

た

『
現
象

学
』
が
全
体

と

し

て

コ
ジ

ェ
ー
ヴ

の

い
う

よ

う

な
社

会
哲

学
的

人

間
学

を

展

開
し

た
も

の
だ

と

は
考

え

て

い
な

い
。
し

か

し
主

-
奴

論

に
限

っ
て

い
え

ば
、
コ
ジ

ェ
ー
ヴ

に

そ
う

い

う
読

み
を

さ
せ
た
責
任

は
む
し

ろ

へ
ー
ゲ

ル
自

身

に
あ

る
の
で
は
な

い
か
。

確

か

に

『
現
象

学
』
の
構

想
全

体

か
ら

い
え
ば

、
と

い
う
か

む
し

ろ
で
き

あ

が

っ
た

『現

象
学

』
を
前

提

し

て
そ

こ
か

ら
後

戻
り

し

て

見

れ
ば

、
主

-
奴

論
も

自
己

意
識

の

二
側

面

が
せ

め
ぎ

あ

っ
て

一
つ

の
高

次

の
意

識
形
態
を
生

み
出
す

過
程
を

記
述
し

た
だ
け

の
も

の
と

し
て
読

め

る
。
し
か

し
今

、
『
現
象

学
』
後

半

の
展

開
を

カ

ッ
コ
に

入

れ
、
未

だ
全
体

の
構

想
は

で
き
あ

が

っ
て
い
な
か

っ
た

と
推

測
さ

れ
る
、
へ
ー
ゲ

ル
が
自

己
意

識
論

の
叙
述

を
書

き
進

め

て

い
た

時
点

に
お

い
て
虚

心
坦

懐

に
見

る
よ
う

に
努

め

よ
う

。
す

る
と

、
主

と
奴

と

は
単

な
る
意

識

の
二
側
面

を
表

し

て

い
る
だ

け

で
な
く

、
ま

た

二

つ
の
自

己
意
識

問

の
、
あ

る

い
は

一
人

の
個
人

対

一
人

の
個
人

の
関

係

を
示

し

て

い
る

の
で
さ
え

な
く

、
や
は
り

一
つ
の
共
通

の
社
会

的

文

脈

の
中

で
、
相

対
的

に
独
立

し
、
そ
し

て
間

に

「
物

」
を
挟

ん
で

対
立

す

る

二
つ
の
身
分
と

し

て
読
ま

ざ

る
を

え
な

い
面
が

あ
る

の
で

は

な

い
か

。
換

言
す

れ

ば
、
主

-
奴
論

は
直

前

の
承

認
を

め

ぐ

る
闘

争

と

の
連

関
か

ら

い

っ
て
も

、
ま

た

こ

こ
で

の

「
物
」

と

「
労
働

」

と

の
果

た
す
役

割

は
奴

の
意

識

の
陶

冶

に
関
わ

る

の
み

な
ら
ず

、
身

分

関
係

を

決
定

し

社
会

制

度

に
関

わ

っ
て

い
る

こ
と

か
ら

い

っ
て

も

、
承

認

を

め
ぐ

る

闘
争

の
結

果

と

し

て

の
不
平

等

な
社

会

の
形

成
、
及
び

そ

の
変
革

の
可
能
性

を
論

ず

る
社

会
哲

学

的
側

面
を

持

つ

の
で
は

な

い
か

。

た
だ
し

こ

の
側

面
は
た
だ

イ

エ
ナ
期

の
二

つ
の
精

神
哲

学
か

ら
持

ち
越

さ

れ
た
、
未
完

の
社

会
哲

学
的
構

想

が
そ

の
断

面
を

こ

こ

に
露

出

し

て

い
る
、
と

で
も

い
う

べ
き
も

の
で
あ

っ
て
、
そ
れ

以
上

で
も

以

下

で
も

な

い
。
主

-
奴

論

は
そ

の
意
味

で

〈未

済

の
人

倫
〉
な

の

で
あ

る

。

我

々

の
視
点

か

ら
見

れ

ば
、

コ
ジ

ェ
ー

ヴ

は
こ

こ

に
断

絶

を

見

ず

、
む

し

ろ
主

-
奴

論
特

有

の

(
そ
し

て
後

に
は

放
棄

さ

れ

た
)
構

想

を

『
現
象

学
』
全

体

に
拡
張

し

て

い
る

こ
と

に
な

る
が

、
む

し

ろ

そ

の
点

に

こ
そ

批
判

す

べ
き
点

が
あ

る

。
し

か

し

『現

象

学
』
の

一

貫
性

を
過

度

に
強
調

し

、
そ

の
構
想

に
変

化

や
不
整

合
が

な

い
こ
と
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を

強
弁

す

る
あ

ま
り

、
主

-
奴

論

固
有

の
、

『現

象
学

』

の
最

終
的

な
全

体
構

想
と

は
異
質

の
構

想

が
、
存
在

し

な

い
と

み

な
す
と

す
れ

ば

、

そ
れ
も

ま

た
誤
り

で
あ

る
と

い
わ
ざ

る
を
え

な

い
。
つ

1
主

で
あ

る

こ
と

承

認
を

め

ぐ
る
生

死
を
賭

け

た
闘
争

は
、
一
身
分

に
よ
る
他

の
身

分

の
支

配
と

い
う
社
会

関

係
を
成

立
さ

せ

る
。
そ

こ
で

の
承
認

関
係

は
不
等

性

を
そ

の
本

質
と

す

る

〈垂
直

的

な
承

認
〉
で
あ

る
。
つ
ま

り
主

は
奴

に
よ

つ
て
承
認

さ

れ
る
が

、
逆

は
成

り

立
た

な

い
。
こ
こ

で
特

徴
的

な

こ
と

は

、

こ

の
垂
直

的

な

承
認

の
根
拠

が

両
身

分

の

「
物
」
と

の
関

係

に
深
く

結
び

つ
い
て

い
る
点

で
あ

る

。
こ

の
よ
う

な
視
点

は
近
代
自

然
法
論

の
社

会
契
約

説

に
見

ら
れ

な

い

へ
ー
ゲ

ル

独
自

の
観

点

で
あ

る
。

し
か

し
実

は
、
・
闘
争

を
論

じ

て

い
る
箇

所

(貿

。。
ひ
-
一
。。
ゆ
)
自
体

に

は
、
物

へ
の
執
着

と
、
闘
争

の
帰
趨

と

の
関

わ
り

は

ほ
と

ん
ど

論

じ

ら

れ

て

い
な

い
。
む

し
ろ

そ
れ

は
主

-
奴
論

に

は

い

っ
て
か
ら

、
闘

争

の
終
結
後

に
闘
争
を

振
り
返

つ
て
意
味
付

け
を
行

う
と

い
う

文
脈

に
お

い
て
詳
し

く
述

べ
ら

れ
て

い
る
。
す

な
わ

ち
前
章

1
で
述

べ
た

よ
う

に
、

承
認

の
出

発

点
か

ら

「
占
有

を

め

ぐ

る
闘
争

」

が
除

か

れ

、
闘

争

の
帰

趨

は

生
命

へ
の
執

着
如

何

に
関
わ

る

と
だ

け

述

べ

ら

れ

て

い
る

。
た

し
か

に
そ

こ

で
も
自

己
意
識

が
自

ら

の
対
象

的
な

在
り

方
を

否
定

す

る

の
は
、
ど

の
特

定

の
定
在

に
も

ま
た

一
般

に
定

在

が
持

つ
個
別
性

に
も
結

び
け
ら

れ

て
い
な

い
の
を

示
す

と

い
う

こ

と

だ
と

い
わ

れ

る

が
、
こ

の

「
特
定

の
定

在
」
や

「
個

別

性
」

の
具

体
相

は

明
ら

か

に
さ
れ

な

い
ま
ま

、
そ

の
否
定

は
結

局
生

命

の
否
定

に
収

敏

さ
れ

る

こ
と

だ

け
が

述

べ
ら
れ

る
。
そ
れ

ゆ
え
既

に
述

べ
た

よ
う

に
承

認
を

め
ぐ

る
闘
争

に
お

い
て
は
ホ

ッ
ブ
ズ

的

な
生
命

を
賭

け

た
闘

争

と

い
う

側
面

だ

け
が
強

調

さ

れ
る

。

し
か

し

そ
れ

は
主

-
奴
論

の
中

で
読

み
換
え

ら
れ

る
。
こ
こ

で
は

あ

の
定

在

や
個

別
性

へ
の
執

着

が
、
は

っ
き
り

「
欲

望

の
対
象

で
あ

る
物
」
へ
の
執

着

と
し

て
具
体
化

さ

れ
、
奴

が
死
を

畏

れ
生
命

に
執

着

し

た
と

い
う

こ

と

の
意
味

も

、
実

は
物

の
存

在

こ
そ

が

「
奴

が
闘

い
に
お

い
て
断

ち
切

れ
な

か

っ
た
栓
桔

」
で
あ
り

そ
れ

ゆ
え

物

は
奴

を

「
支
配

す

る
力

」
と

な

る

の
だ
、
と

し

て
新

た

な
意

味
を

与
え

ら

れ

る

(<
。q渥

這
O
こ
軍
)。

こ
の

よ
う

な
読

み
換
え

に
よ

っ
て
、
承
認

を

め
ぐ

る
闘
争

の
意

味

は
大
き

く
ズ

レ

る
。
承

認
を

め
ぐ

る
闘
争

か

ら
占
有

に
関
わ

る
文

脈
を

外
し

、
議

論
を
抽

象
化

し

た

に
も
か

か
わ

ら
ず

、
後

に
な

っ
て
か

ら

の
読

み
換

え

に
よ

っ
て
、
実

は
背

後

に
ご
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の
文
脈

が
あ

つ
た

こ
と
を
匂

わ
せ

る
こ
と

に
な

っ
て

い
る
。
こ

の
よ

う

な

ズ

レ

は
人
倫

構
想

の
放
棄

と

無

関
係

で
は

な

い
で
あ

ろ
う

。

へ
ー

ゲ

ル
は

コ

八

〇
五
/

〇
六
年

の
精

神
哲
学

」
で

の
構
想

を

一

旦

外

し
な

が
ら
、
し

か
し
後

で
、
な
し

崩
し
的

に
導

入

し

て

い
る

よ

う

に
見
え

る
。

何
れ

に
せ

よ
主

-
奴

論

の
記
述

に
お

い
て
、
承
認

は
単

に
闘
争

の

過

程

で

の
み
問
題

に
な

る

一
回

切
り

の
事

柄

で
は

な
く
、
闘
争
後

の

社
会

の
中
で

「
物
」
を
軸

と

し

て

〈
制
度

化
〉
さ
れ

て
社
会

秩
序

を

存
続

さ

せ
る
根
幹

を
な

す
と

さ
れ

る
こ
と

に
な

っ
た

。
へ
ー
ゲ

ル
は

い
わ
ば

承

認

の
意

味

を
後

者

の
観
点

か

ら
読

み
直

し
た

こ
と

に
な

る
。
こ
こ
に
は
自
然

状
態

か
ら

社
会
状

態

へ
の
移
行

と

い
う

形

で
国

家

の
発
生
を
解

こ
う

と
す

る
発
生
論
的
な

ア
プ

ロ
ー
チ
を

【
旦

は
と

り

な
が

ら
、
現
存

す

る
社

会
状

態

の
内

に
国
家

成
立

の

メ
カ

ニ
ズ

ム

を
見

よ
う
と
す

る

ア
プ

ロ
ー
チ
が
上
塗
り

さ
れ

て

い
る
よ
う

に
も
思

え

る
。

具
体

的

に
は
後
者

の
ア
プ

ロ
ー
チ
は

、
主

の
自

立
性

が
実

は
非
自

立
性

で
あ

る
こ
と
を

暴
露

す
る

。
し
か

し
初

め
は
事
態

が
全

く
逆

で

あ

る
か

の
よ
う

に
見

え

る
。
主

が
自

立
的

で
、
奴

が
非
自

立
的

で
あ

る
と

い
う

こ
と
が
、
そ

れ
ぞ
れ

の
物

と

の
関
わ

り

の
分

析

に
よ

っ
て

示

さ
れ

る
。

そ
れ

は
次

の
よ
う

な

二
重

の
意

味
を
持

つ
。

qD
主

は
物

を
介

し

て
奴
を
支

配
す

る
。
奴

が
闘

争

に
お

い
て
物

の

存
在
と

い
う
極

桔
を

断

ち
切

る

こ
と

が
で
き

な

か

っ
た

の

に
対

し
、

主

の
方

は
闘

い
に
お

い
て
そ
う

な
し
え

た

か
ら

で
あ

る
。
こ

の
関

係

は
闘
争
終

結

後
も
物

を
媒

介

に
し

て
持

続
す

る

。
主
は
物

の
存

在
を

支
配

す

る
力

で
あ

り

、

そ

し

て
物

は
奴

を

支

配
す

る
力

と

な

る
。

「
主
は

こ

の
推

理
的
連

結

に

お

い
て
こ

の
も
う

一
方

の
者

[奴
]
を

自

分

の
下
に

隷
属

さ

せ
る
」
(
曹
8

こ
軍
)
。
こ

こ

で
主

が
奴

を

直
接

支
配
す

る

こ
と

が

で
き

ず

、
〈物

〉
を

介
在

さ

せ
な

け

れ
ば
な

ら

な

い
と

い
う

点

が
肝
要

で
あ

り
、
こ
れ
が
自

立
性

-
非
自

立
性

の
転
倒

の
布

石

と
な

っ
て

い
る
。

②
主

は
奴

を
介

し

て
物
を

支

配
す

る

。
奴

は
労
働

に
お

い
て
物
と

深
く

関
わ

る

た
め

に
物

と

の
関
係
を

断

ち
切

る

こ
と

は

で
き
な

い
。

し
か
し
主

は
労
働
せ
ず

し

て
そ

の
結
果
だ

け
を
受
け

取
る

こ
と
が

で

き

る

の
だ

か

ら
、
「
物

と

の
関
わ

り
を

絶
ち

享
受

に
お

い
て
満

足
を

得

る
」
(蓋

e

こ
と

が

で
き

る
。
物

は
奴

に
対
し

て

は
自
立

的

な
存

在

で
あ
り

、

そ

れ

ゆ
え

奴

は
自

立
的

で
あ

る

こ
と
を

阻

害

さ

れ
る

が
、
主
は
奴

に
労

働
を

ま
か

せ

る
こ
と

に
よ

っ
て
た
だ

物
を

非
自

立

的
存

在

(消

費
対

象
)
と

し

て
享
受

す

る
。
「
物

と
自

分
と

の
間

に

未済の人倫/74



奴

を
挿

入
し

た
主

は
、
そ

の
こ
と

に
よ
り

た
だ

物

の
非

自
立

性
と

だ

け

推

理
的

に
連

結
し

、
物
を

純
粋

に
享
受

す

る
。
物

の
自
立

性

の
側

面

は
物

を

加

工
す

る
奴

に

ゆ
だ

ね

る
」

(凶寓
e

。

こ

こ
で

は
ω

と

ち

ょ
う

ど
裏
腹

に
、
物

の
支

配
と

い

っ
て
も
実

は
主

は
直
接

手
を

下

す

の
で
は
な

く
、
そ

の
た

め

に
奴

を
介

在
さ

せ
な

け
れ
ば

な
ら

な

い

と

い
う

点

が
重

要

で
あ
る

。

主

の
支
配

は
、
奴
に
対

し

て
も

物

に
対
し

て
も
実

は
間

接
的

で
し

か
な

い
と

い
う

こ
と

が
既

に
、
主

の
自

立
性

の
危
う

さ
を

示
唆

し

て

い
る
。
そ

し

て
実

際
、
奴

が
主

に
対

し

て
非

自

立
的

で
あ

る

こ
と

が

そ

の
ま
ま

、
主

の
自

立
性

を
非

自
立

性

に
転
落

さ
せ

る

の
で
あ

る

。

主

に
と

っ
て
物
も
奴

も
自

ら
の
支
配

の
下
に
あ

る
非

自
立
的
存

在

で

あ

る
が

、
そ

れ
ゆ
え

主
は

「
自

分
だ

け

で
の
存

在

聞
母
。。一。
冴
o
ヨ

」

で
あ

っ
て
そ

の
行
為

も
本

質
的

で
あ

る
と

さ
れ
、
同
じ
理

由
か

ら
奴

の
行
為

は
非

本
質

的

で
あ

る

。
し
か

し

こ
の
よ
う

な
不
等

性
か

ら
帰

結

す

る

の
は

不
等

な
承
認

で
あ

り
、
本

来

の
承

認

で
は
な

い
。
「
し

か

し
本

来

の
承

認

で
あ

る
た

め
に

は
、
主

が
他
者

に
向

か

っ
て
す

る

こ
と

を
自

分

に
向
か

っ
て
も

し
、
ま

た
奴

が
自
分

に
向

か

っ
て
す

る

こ
と

を
他
方

に
向

か

つ
て
も

す
る
と

い
う
契

機

が
欠
け

て

い
る
。
こ

の
こ
と

に
よ
り
、

一
面
的

で
不
等

な
承

認

が
生

じ

て

い
る
」
(⑰
一〇
一、

=
ε
。

「
承

認

の
純
粋

概

念
」
に
ま

で
立
ち

返

っ
て
考
え

れ

ば
、
そ
も

そ

も
承
認

と
は

他
者

を
必
要

と
す

る
も

の
で
あ

っ
た
。
自

己
意

識

は
自

分
だ

け

で
は

「
自

分

だ
け

で
の
存

在
」
で
あ

り
え

な

い
と

い
う

パ

ラ

ド

ッ
ク

ス
を
抱

え

て

い
る
。
し
か

し
同
等

で
は

な

い
他

者

に
よ

る
承

認
と

い
う

の
は
本

当

の
承

認

で
は

な

い
。

本
稿

1

で
論

じ
た

よ
う

に
、
自

分
が
す

る
と

お

り

の
こ
と
を

相
手

も
す

る
と

い
う
相

互
性

な

し

に
は
承
認

は
成
立

し

な

い
か

ら
で
あ

る
。
主

に
対
す

る
承

認
を

な

す

の
が
奴

で
あ

る

の
に
、
そ

の
奴

が
非
本

質
的

な
意

識

で
あ

る
と

そ

れ
ば

そ

の
承

認
も

本
質

的

で
は

な
く
、
従

っ
て
主
も
本

質
的

な
意

識

で
は

な

い
こ
と

に

な

る
。
「
こ
こ

[主

-
奴
関
係
]
に
お

い
て
は
非

本

質
的

な
意

識

[奴
]
が
主

に
対

し

て
そ

の
自

己
を

確

信
す

る
真

理
を

形
成
す

る
対
象

で
あ

る
。
し

か
し

こ

の
対

象

は
そ

の
概
念

に
合
致

し

て
い
な

い
こ
と

は
明
白

で
あ

る

。
…

…
だ

か

ら
主

は
自

分

だ
け

で

の

存
在

が
真
理

で
あ

る

こ
と
を
確

信
し

て
は
お

ら
ず
、
主

に
と

つ
て
自

分

の
真
理

で
あ

る
も

の
は

む
し

ろ
非
本

質
的

な
意
識

で
あ

り
、
ま
た

こ

の
非

本
質

的
意

識

の
非
本

質

的
行

為

で
あ

る
」
(暫

ゆ
P
こ
軍
)。

こ
こ

で
の

へ
ー
ゲ

ル

の
論
述

は
抽
象

的

で
分
か
り

難

い
が
、
次
節

で
検

証

す

る

「
奴

で
あ

る
こ
と

」
の
分
析

に

お

い
て
よ
り

明

ら
か

に
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な

る
で
あ

ろ
う

。
こ
こ

で

一
つ
の
例

を
挙

げ

て
お

く
と

す

れ
ば
、
例

え
ば

国
民

に
よ

る
国
家

の
承
認

と

い
う

こ
と

を
考

え

た
と
き

、
恐
怖

政
治

の
下

に
お
か
れ

て
い
る
国
民

が
生
命
を
脅

か
さ

れ
る

こ
と

で
現

政
権

支
持
を

表
明

し

て

い
る
と

し

て
も
、
そ

れ
は
本
当

の
承
認
と

は

　
ニ
ニ
　

い
え

な

い
、
と

い
う

こ
と
は
自

明

で
あ

ろ
う

。
承

認
す

る

側
と

さ
れ

る
側

が

同
等

の
立
場

に
立
ち
、
承
認

関
係

が
相

互
的

な
も

の

で
な
け

れ
ば
、

つ
ま
り

究
極

的

に
は

〈水

平
的

承
認
〉
で

な
け

れ
ば

、
そ
れ

　
　
ロ

　

は
そ
も

そ

も
承

認

と
は

い
え

な

い
で
あ

ろ
う
。

そ
れ
と

同
じ

よ
う

に
、
主

に
生
命

を
握

ら
れ
.て

い
る
奴

が
主

を

承
認
す

る
と

い
う

関
係

は
、
承

認

関
係

と
し

て
は

非
本
質

的

な
も

の
な

の
で
あ

る
。

2
奴

で
あ

る

こ
と

前

節

で
主

が
実

は
非

自
立

的

な
意

識

で
あ

る

こ
と

が

明

ら
か

に

な

っ
た

の
と
対

照
的

に
、
こ
こ
で

は
奴
が

実
は
自

立
的

意
識

で
あ

る

こ
と

が
明

ら
か

に
な

る
。
そ

れ
は

奴
が

「
自

立
的

な
対

自
存

在
」
と

い
う
真

理

の

「
本

質
を

我

が
身

に
即
し

て
経

験
し

た

か
ら

で
あ

る
」

(
ゆ
ち
避
口
鼻
)。
こ

の
経
験

は

「
畏

れ

聞
母
。
巨

」
・
「
奉

仕

O
冨
昌
。。一
」
.

「
労
働

〉
吾
。
諄
」

と

い
う

三

つ
の
契

機

か
ら

な

る
。

ω
畏

れ

(ゆ
一
〇
轟
こ
一轟
、
引
用

も
全

て
同

所
か

ら

。
以

下
同

様

)

畏

れ
に

つ
い
て
は

「
奴

の
意
識

は
死

と

い
う

絶
対

的
主

人

へ
の
畏

れ
を
感

じ
た

の
で
あ

る
か
ら

…
…
己

の
全
存
在

に

つ
い
て
不
安

を
抱

い
た

」
と

い
わ
れ

る
。
要
す

る
に
生
命

の
危
機

に
瀕

し

て
死
を

見

つ

め

る
こ
と

に
よ

っ
て

、
奴

の
意

識

は

「
内
的

に
解

体

さ

れ
」
、
「自

己

の
内

な

る
あ

ら

ゆ
る
執

着

を
揺

る

が
さ

れ
た
」
の
で
あ

る

か
ら

、
そ

の
こ
と
が
逆

に
奴

の
意
識

に
全

て
の
執
着
か

ら
自

由

に
す

る
可
能

性

　　き

を
与

え

る
と

い
う
わ

け

で
あ

る
。
こ

の
意

味

で
自

己

意
識

の
単

純

な

本
質

は

奴

の
意

識

に

「
即

し

て
」
あ

る
。
し

か

し
畏

れ

に
お

い
て
こ

の

「
解

体
」

は
未

だ

漠
然

と

し

た
可
能

性

に
止
ま

っ
て

い
る
。

②

奉
仕

(⑰
這
轟
こ
軍
)

こ

れ
が

現
実

性
を

持

つ
の
は
、
奉

仕

に

お

い
て

で
あ

る
。
そ

れ
は

自

己
意

識

の
本

質
を

自

分

に
即

し

て
の

み
な
ら

ず
、
自

分

に

「
対

し

て
も
」
持

つ
こ
と

で
あ

る

。
つ
ま
り

、
自
分

の
対

象

と

し

て
主
を

持

ち

、
そ
れ

に
対

し

て
奉

仕
す

る

こ
と

に
よ

っ
て
あ

の

「
解

体

を

現
実

に
実

行
す

る
」
こ
と
を

意
味

し

て

い
る
。
要
す

る

に
己
を

無

に
し

て

他
人

に
尽

く
す

こ
と

に
よ

っ
て
「
こ

の
意
識

は
自

然
的

な
定

在

へ
の

自

ら

の
執

着

を
撤

廃

す

る
」
こ
と

が

で
き

る

。
た
だ

し

そ

れ
は

個

々

の
主

人

へ
向
か

う
行

為

で
あ

る
か

ら
、
個
別

的
な

も

の

に
止
ま

っ
て

い
る
。
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㈹

労
働

(
吻
這
U
-一
ゆ
α
こ
一や

一
賦

)

奉

仕

の
個
別

性
を

解
消

し
、
奴

の
意

識

に
真

の
自

己

の
自
立

性

を

直

観

さ
せ

る

の
は

「
労

働

」
で
あ

る
。
ヘ
ー
ゲ

ル
が

こ

の
よ
う

に
三

つ
の
契

機

の
中

で
も

特

に
労
働

に
高

い
位
置

を
与

え

た

の
は
、
恐

ら

く

労
働

が

「
物

」
に
関
わ

る
行

為
だ

か
ら

で

あ

ろ
う
。
承
認

を

め
ぐ

る
闘
争

と

い
う

一
回
切
り

の
出

来
事

の
中

で
は
、
生

命

・
身

体

・
財

産

と

い
う

自

己
意
識

の
自

然
的

定
在

が
、
い
わ
ば

自

己
意

識

に
密

着

し
た
ま

ま
決
定

的

な
役
割

を

果
た
し

た
。
し
か

し

こ
こ

で
は
そ

れ
ら

は
外

化

さ
れ

て

「
物

」
の
問
題

圏
を

形
成

し

、

一
回
切

り

の
出
来

事

で

は
な
く

持
続

的

な

〈
社
会

制
度

〉
を
基

礎

づ

け
る

。
「
奉
仕

」
も

す

で
に
労

働

の

一
側

面
を

表

し

て

い
た

が
、
そ

こ
に

お

い
て

は

〈誰

に
対

し

て
〉
が
問

題

な

の
に
対

し

て

「
労

働

」
に

お

い
て
は

〈
何

に

対

し

て
〉
が
問
題

と

な
る

。
前

節

1

に
見

た

よ
う

に
主

が

「
物

」
と

間
接

的

に
し

か

(奴

を

媒
介

に
し

て

し
か
)
関
わ

ら

な

い
と

い
う
点

に

、
既

に
主

の
非
自

立
性

の

一
端

が
あ

っ
た
。

そ
れ

と
対

応

し

て
、

ま

さ

に
奴
は

「
物

」
と
直

接

に

関
わ

る
か
ら

こ
そ
自

立
性

を
獲

得

し

う

る
。
社

会

関
係

の
解

明

に
当

た

っ
て
、
へ
ー
ゲ

ル
が
狭

義

の
政
治

的

な

〈対

人
関

係
〉
だ

け

で
な
く

経
済

的

な

〈
対
物

関

係
〉
を

視
野

に
入
れ

て

い
る
点

に
注

目
す

べ
き

で
あ

る
。
も
ち

ろ

ん

へ
ー
ゲ

ル
に

お

い
て
は
、
こ

の
よ
う

な
物

と

の
関
係

は
明
確

に
経

済

学
的

対
象

と

し

て
扱

わ

れ

る

の
で

は
な
く

(生

産
物

と
生

産

手
段

と

の
区

別

や
、

労

働
対

象
と

労
働

手
段

と

の
区

別
も
曖
昧

で
あ

る
)
そ
の
ま

ま
意

識

の
陶
冶

と
直

結

し

て

い
る
の

で
は
あ

る
が

。
し

か
し
少

な
く

と
も

自

己
意

識
章

の

労

働

論

に

お

い

て
、

意

識

の
自

立

性

が

徹

底

し

て

「
物
」
の
自

立

性

に
支

え

ら

れ
て

い
る
と

い
う

点

は
強

調

し

て
お
き

た

い
。
具

体
的

に
は
以

下

の
通
り

で
あ

る
。

主

に
お

い
て
は
物

の
非
自
立

性
に
対

し

て
主

の
意
識

の
自

立
性

が

い
わ

れ

て

い
た

。
し

か
し

こ

の
よ
う

な
自

立
性
-

結

局
は
単

な

る
享

受

1

は

、
物

が
消

失

す

る
と
共

に
消

え
去

っ
て

し
ま
う

。
「
こ

の
満

足

に
は
対

象

的

な
面

が
欠

け

て

い
る
」
。
主

は
消

費
者

と

し

て

の
自

立
性
を

持

つ
だ

け

で
あ

る
が
、
実

は

そ
れ

も
ま

た
奴

の
労
働

に
依

存

す

る
も

の
で
し

か
な

い
。

こ
れ

に
対

し

て
労

働

は
欲

望

の
抑

制

で
あ

り

消

失

の
延

期

で
あ

る
。
ー

つ
ま
り

労

働

は

形
成

す

る

。

へ
ー

ゲ

ル
は

労

働

の
本

質

を

「
形

成

司
o
§

ぴ
旨
昌
α。
葛
ま

毒
け。
」

に
見

て

い
る
。

そ
れ

は
対

象

の

否

定

で
も

あ

る
が
、
主

の
行
う

消
費

の
よ
う

な
、
瞬

時
的

な

非
対

象

的

な
否

定

で
は

な
く

、
「
こ
こ

に
対
象

へ
の
否
定

的

関
係

は
対

象

の

形
相

と

な

り
、
持

続

的

な
も

の

へ
と
転

化
す

る
。
な

ぜ
な

ら

労
働

す

77/未 済の人倫



る
者

に
対

し

て
こ
そ
対

象

は
自
立

性
を

持

つ
か

ら

で
あ

る
」
。
こ

の

こ
と

は

二
重

の
意

味
を

持

つ
。

ま

ず
物

の
側

か
ら
見

れ
ば

、
奴

に
と

っ
て

の
対

象

(
例
え

ば
糸
)

は
労

働

の
対
象

で
あ
り

、
主

に
お

け
る
場

合

の
よ
う

に
そ

の
ま
ま
消

費

さ
れ

る

の
で

は
な
く

、
消

費

は
延
期

さ

れ

る
。
そ

し

て
元

の
姿

を

否
定

さ

れ

て
ー

つ
ま
り

労
働

す

る
者

が
頭

に
描

い
た
形
相

(
例
え
ば

一
枚

の
布

の
イ

メ
ー

ジ
)
を

労
働

を

通
じ

て
実

際

に
与
え

ら

れ
、
現

実

の
布

へ
と
織

り

上
げ

ら

れ
る

の
で
あ

る

。
で
き

あ

が

っ
た
布

は

、

持
続

す

る
自
立

性
を
持

つ
物
ー

一
個

の
労
働
生

産
物

で
あ
る

。
意
識

の
側

で
は

、
自

己

の
欲
望

の
延
期

を
代

償

に
得

ら

れ

た

そ

の
成

果

を

、
自

分

の
外

に
出
た

自

分
自

身

と

し

て
直

観
す

る
。
言

い
換

え

れ

ば

「
自

分

の
純
粋

な
自

分
だ

け

で

の
存

在

が
、
存

在
す

る
も

の
に

な

る
」

こ
と
を
知

る

の
で
あ

る
。

意
識

の
側
か
ら

見

れ
ば
、

こ
の
労

働

は
ま
た

、
最
初

の

「
畏

れ
」

の
克
服

で
あ

る
と

い
う

意
義

を
も
持

っ
て

い
る
。
畏

れ

の
対
象

は
奴

の
意

識

に
と

っ
て
自
分

の
外

な

る
実

在

、
自
分

で
は
な

い
否
定

的

な

も

の
で
あ

っ
た

。
端
的

に

い
え
ば

、
主

が

そ
れ

を
介

し

て
奴
を

支

配

す

る
と

こ

ろ

の

「
物

」
、
支

配

の
道

具
と

し

て

の

「
物

」
を

、
奴

は

畏

れ
ざ

る

を
え

な

い
。
し
か

し
形

成
す

る
労

働

の
中

で

、
奴

は
自

分

に
対
立

し

て
存
在

す

る
形
相

を
廃

棄

し
、
逆

に
自

身

が
新

た
な
形

相

を

与
え

る

こ
と

が

で
き

た
。
こ

れ
は
、
外

な
る

否
定

的

な
も

の
を

破

壊

し

、
逆

に
自

分

が

否
定

を

行

い
え

た

こ
と

を

意
味

す

る

。
真

に

「
物
」
の
世

界

を
制
御

し
支

配
し
う

る
可
能

性

を
持

つ
の
は

奴

の
方

な

の
で
あ

る
。
し
か

も

こ

の
形
相

は

「自

分

と

は
違

っ
た
他
者

で
は

な

く
」
、
「
真

理

と

な

っ
た
自

分

の
純
粋

な
存

在

」
で
あ

る
か

ら
、
奴

は

い
わ
ば

物

の
内

に
自

己
を

移

し
置
き

、
「
こ

の
意

識

は
自

分
自

身

で
自

己

を
再
発

見
す

る

こ
と

に
よ
り

、
た
だ
自

分
と

は
疎

遠

な
意

の

み
が
あ

る
よ
う

に
見
え

た
労
働

に
お

い
て
ま

さ

に
、
我

が
意

が
生

ず

る
」

こ
と

に
な

る
。

W

結
論

さ

て

こ
の
よ
う

に
労

働

を
高

く
評

価
す

る
議

論
を

経

て
、
ヘ
ー
ゲ

ル
は

い
よ

い
よ
陶
冶

さ

れ
た
意

識

の
成

立
を

説
く

の
だ

ろ
う

か

。
そ

し

て
そ

の
意

識

に
よ

っ
て
担

わ

れ
る
国
家

像
を
展

開
す

る

の
だ

ろ
う

か
。
し

か
し

そ

の
期
待

は
裏
切

ら

れ

る
。

労

働

へ
と

到

る
奴

の
意

識

の

三

つ

の
契

機

の
積

み
重

な

り

を

、

へ
ー

ゲ

ル
は
次

の
よ
う

に
簡
潔

に
表

現
す

る

(〈
oQ蕩

一
り
ひ
ご
賦
)
。
対
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自

存

在

は

ω
畏

れ

に
お

い
て
は

自

己
自

身

に
即

し

て

(き

ぎ
日

ψ
9
σ
。。【)
あ

る

に
す
ぎ

な

い
。
②

奉

仕

に
お

い
て
は
他

者

(主

)

に

お

い
て
あ

る
、

即
ち

自

己

に
対

し

て

(ま
同
o
。。)
あ

る

に
す

ぎ
な

い
。

㈲
し

か
し
労
働

に
お

い
て
は
自
分
自

身

の
も

の
と

し
て
自
分

に
対

し

て

(9
冨

㎝
・
ぎ

9
αq
ロ
o
ω
ま
円
・
ω
)
あ

る
、

つ
ま

り

即

且

つ
対
自

的

に

(

き

ロ
巳

凄
「
。。8
『
)
あ

る

。

こ
こ

で

の

へ
ー
ゲ

ル

の
労

働
論

は
形
成

す

る
労

働
が

、
物

に
新

し

い
形

相
を

与
え

る
こ
と

で
物

を
自

ら

の
も

の
と

す

る
共

に
、
そ

の
こ

と

を
通

じ

て
新
し

い
意
識
と

し

て
の
自

己
自
身
を

形
成
す

る
行
為

で

も

あ
る

こ
と
を

発
見

し
た

、
鋭

い
分
析

と
深

い
洞
察

を
含

ん
だ
も

の

で
あ

る

。
し
か

し
我

々
は
次

の
よ
う

に
問

わ
な

け

れ
ば

な

ら
な

い
。

対

自
存

在
は
労

働

の
結

果
本
当

に

「

〈自

分

自
身

の
も

の
〉

と
し

て

鉱
・。
器
§

巴
。。
嵩
舘
レ

あ

る
と

い
え

る
の

か
、
と

。
奴

の
意
識

が

も
は

や
主

に
真
理
を

求

め
ず

、
自
身

の
も
と

で
真

理
を

見
出

す

と

い
う

自

己
意
識

の
陶
冶

論
と

し

て
は
そ
う

い
え

る

か
も

し
れ
な

い
。
し

か
し

奴

は
自

ら

の
労

働
を
他

者
に
よ
る
承
認

の
も
と

に
真
に
自

ら

の
も

の

に
す

る

こ
と

が

で
き

る
の
か

。
そ
う

で
な

い
な
ら

ば
実

は

く
陶
冶

V

も
絵

に
描

い
た
餅

に
す
ぎ

な

い
の
で
は

な

い

の
か
。

換

言

す
れ
ば

、
本
稿

皿

-
1
で
見

た

よ
う

に
、
主

の
自

立
性

が
非

本
質
的

意
識

た
る
奴

に
承

認
さ
れ

て
成

立
す

る
承
認

は
非
本

来
的

で

あ

る
と

す
る

な
ら
ば

、
奴

の
自

立
性

も
労
働

に
お

け
る
陶

冶

の

み
な

ら
ず

、
本

質
的

意
識

た

る
他
者

に
承

認
さ

れ

て
初
め

て
実

証

さ
れ

る

は
ず

で
あ

る
。
そ

れ
が

奴

の
他
者

た

る
主

に
よ

っ
て

に
せ

よ
、
あ

る

い
は
陶
冶

を
経

た
奴

自

身

の
問

で
に
せ

よ
。
し
か

し

こ
の
よ
う

な

承

ハ
ニ
ハ　

認

は
論

じ
ら

れ

て

い
な

い
。

V

理
性

章

の

B
行

為
的

理

性

に
お

い
て
は

、
確

か

に

「
人
倫

の

国
」

の
成
立

が

予
示

さ

れ
、
「
他
者

の
自

由

な
自

己
意

識

の
中

で
自

己
自

身

を
確

信
す

る
承

認

さ
れ

た
自
己

意
識

」
が

そ

の
担

い
手

で
あ

る
と
,い
わ
れ

て

い
る
。
し
か

し

そ

の
よ
う

な
共

同
体

と
主

体

と
が

い

つ
、
ど

の
よ
う

に
し

て
成

立
し

た

の
か

に

つ

い
て
は
、

(
W
精

神
章

以

下

の
展

開
を

含

め

て
)
結

局

『
現
象

学
』
は
沈

黙

を
守

っ
て

い
る
。

自

己
意

識
章

W

-
A
末
尾

の

1
9

6
節

の
、
後

半

(1

の
後
)

の

叙
述

に
お

い
て
論

旨

は
急

転
回

し

て

い
る

。
こ

の
節

に
止
ま

ら
ず

自

己
意

識
論

全
体

の
論
旨

と

い
う

意
味

で
も

。
ま

た

『
現

象

学
』
の
論

旨
と

い
う
意

味

で
も

。
へ
ー
ゲ

ル
は

こ
こ

で
明
確

に

こ

れ
ま

で

の
叙

述
か

ら
当
然
期
待

さ

れ
る
結
論

へ
と
論

を
進

め
る

こ
と
を
断

念
し

て

い
る
。

〈
入
倫

構

想
〉

は

〈
未
済
〉

に
終

わ

つ
て

い
る

。

1
9

6
節

前

半

で
、
主

-
奴

論

は
主

奴

関
係

の
転
倒

と

い
う

結
末
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に

た
ど
り

着

い
た
は
ず

で
あ

る
。
自
立
性

を
持

つ
と
思
わ

れ

た
主

は

非
自

立
性

を
露

呈
し

、
非
自

立
的

な
意

識

で
あ

っ
た
奴

は
労
働

を
通

じ

て
そ

の
自

立
性

を
獲

得
す

る

。
し
か

し

こ

の
転

倒

は
、
実
は

後
半

に
お

い
て
留
保

さ
れ

る
。
あ
る

い
は
奴

の
自

立
性

の
獲

得

は
延

期

さ

れ
る
。
へ
ー

ゲ

ル
は

奴
が
自

立
性

を
獲

得
す

る
た

め

の
条

件
を

こ
こ

で
も
う

一
度

規
定

し
直

す

。
「
[労
働

に
お
け
る
]
形

成
と

同
様

畏

れ

一
般
と
奉

仕

一
般
も

ま
た

必
要

で
あ
り

、
し
か
も

両
者

と
も
普

遍

的

な
仕
方

で

の
も

の
が

必
要

で
あ

る
」
。
前

に

は
単

に
普

遍
的

な
契

機

で
あ

る
畏

れ
、
個

別
的

な
契

機

で
あ

る
奉

仕

に
対

し

て
、
真

に
普

遍

的

な
契

機
と

し

て
労

働

が

い
わ

れ

て

い
た

の
に

、
こ
こ

で
は
三

つ
の

契

機

が
同
等

に
普

遍
的
な

も

の
と

し
て
組

み
合

わ

さ
れ
る

こ
と

が
要

求

さ
れ

る
。

さ
ら

に

こ
の
後

に
続
く

説
明

で
は

へ
ー
ゲ

ル

の
力

点
は

「
畏

れ
」

が

不
可

欠
だ

と

い
う

点

に
置

か

れ
て

い
る

よ
う

で
あ

る
。
「
も

し
意

識

が
絶
対

的

な
畏

れ

に
耐

え
抜

い
た

の

で
は
な

く
、
た
だ

な
に
が
し

か

の
不
安

に
耐

え
抜

い
た

に
す
ぎ

な
か

っ
た
な

ら
ば

、
否

定
的

実
在

は
意
識

に
と

っ
て
外

的
な
も

の
に
止
ま

り
、
意

識

の
実
体

が

こ

の
否

定

的
実

在

に
徹

頭
徹

尾
染

ま

つ
て

い
る
、

と

い
う

の
で
は

な

い
」
。

先

に
労
働

は

「
疎
遠

な

意
」

に
従

っ
て

い
る
よ
う

に
み
え

て
実
は

「
我

が
意

」

を

得

て

い
る
と

い
わ

れ

た

こ
と

も

、

し

か

し

そ

れ

は

「
も

し
意

識

が
初

め

の
絶

対
的

な
畏

れ
な

し

に
形

成
す

る
な
ら

ば
」
、

「
虚

し

い
我

が

意
」

に
す
ぎ

な

い
し
、
そ

う

い

っ
た

「
我

が
意

は

我

が
ま
ま

で
あ

る

自
2

9
α。
口
o
ω
一目

鼓

聾
αq
o
昌
。。
一旨

」
。
そ

れ

は

「
未

だ

奴

で
あ

る
こ
と

の
内

部

に
と
ど

ま

る
自

由

で
あ

る
」
と
明
確

に
評

価

を

切
り

下
げ

て
規

定

し
直

さ

れ
る

。
結
局

「
絶

対

的
な

畏

れ
」
の

な

い
と

こ

ろ
で
は
労
働

の
あ
た
え

る
形
相

も
個

々
の
も

の
を
越
え

て

広
が

る

「
普

遍
的

な
形

成

bd
ま

。
昌
」

を

な
す

こ
と

は

な
く

、

そ

れ

は
「
普

遍
的

な
威

力
と

対
象

的
実

在

の
全

体

と
を
支

配

す

る

の
で
は

な
く
、
た
だ

若
千

の
も

の
を

支
配

す

る
に
す
ぎ

な

い
技
能

で
あ
る

」
。

こ

こ
に
論
旨

の
上

で

の

〈ズ

レ
〉
を
認

め

な

い
読

者

も

、
少

な
く

と
も

1
9

6
節
前

半

ま

で

の
主

-
奴

論

の
生

き

生
き

と

し

た

口
吻

と
、

1
9

6
節

後
半

の
う

っ
て
か

わ

っ
て
慎

重

な
、

も

っ
て
廻

っ

た
、
い
や

い

っ
そ
曖

昧
と

い

っ
た
方

が

よ

い
文
体

と

の
間

に
、
落
差

を
感

じ

る

は
ず

で
あ

る
。

「
も

し

ー
が

な
け

れ
ば

…

…

で
き

な

い
」

「
～
な

し

に
は

…

…

で
き

な

い
」
と

い
う

表

現

の
連

続

で
も

っ
て

、

結

局

へ
ー
ゲ

ル
は

何
が

い
い
た

い
の
だ

ろ
う
か

。
既

に
述

べ
ら
れ

た

「
畏
れ

」
「
奉
仕

」
「
労

働

」
と

い
う

契
機

を
奴

が

自
立

性

を

獲
得

す

る
た
め

の
条
件

と

し

て
改

め

て
念
押

し

し
た

に
す
ぎ

な

い
の
か
。
そ
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れ
と
も

実
際

に
こ

の
よ
う

な
条
件

が

な

い
の
で
、
奴

の
自
己

意
識

は

本
当

に
は
未
だ

自
立

性
を
獲

得

し

て
は

い
な

い
の
だ
、
と

い
う

こ
と

が

い

い
た

い
の
だ

ろ
う

か

。
答

は
後

者

で
あ

る
。
へ
ー

ゲ

ル

の
い

い

方

は
曖

昧

だ

が
、

〈反

実
仮
想

〉

を

や

っ
て

い
る

わ

け

で
は
な

く

、

実

際

に
奴

の
意
識

は
未
だ
自

立
性
を
獲

得
す

る
た
め

の
条

件
を

満
た

し

て
は

い
な

い
、
と

い

っ
て

い
る

の
で
あ

ろ
う

。

し
か

し
主

-
奴
論

に
お

い
て
奴
が
労
働

の
中

で
自
立
性

を
得

る
か

に
見
え

て
、
実

は
未

だ
得

ら
れ

ず
結
論

が
繰

り
越

さ

れ
る

こ
と
だ

け

が
問

題
な

の
で
は
な

い
。
本

質
的

な

問
題

は
、
こ

の
地
点

で

へ
ー
ゲ

ル
が
今

ま

で

の
構
想

を
捨

て
、
コ
ー

ス
を
変

え

て

い
る
と

い
う

こ
と

で
あ

る
。

自

己
意

識
論

を
書

き

始
め

た
と

き

の

へ
ー
ゲ

ル

は
未
だ

〈自
己

意
識

の
概
念

↓
承

認

の
純
粋
概

念
↓

承
認

を
め

ぐ

る
闘
争
↓

主

-
奴

論
↓
普
遍

的
自

己
意

識

の
成

立
↓

人
倫

的
共

同
体

と
し

て

の

国
家

〉
と

い
う

コ
!

ス
で
議

論
を

進
め
う

る
と
考
え

て

い
た

の
か
も

し
れ

な

い
。

イ

エ
ナ
期

精
神

哲

学

の
中

で
既

に
考

え

ら

れ

て
き

た

〈承

認
〉
を
め

ぐ

る
具
体
的

な

議
論

を
、
意

識

の
経

験

の
学

と

い
う

一
本

の
筋
道

の
中

へ
は

め
込

ん
で
ま
と

め
あ

げ

る
、
と

い

っ
た
構

想

で
あ

る
。
し
か
し

そ
れ

は
主

-
奴
論
末

尾

に
置

い

て
完

全

に
放
棄

さ

れ
た

。

自
己

意
識
章

冒
頭

か
ら

の
論

の
流

れ
を
素

直

に
辿

れ
ば

、
承

認
を

め
ぐ

る
闘
争

の
段

階

で
話

は
既

に
、
自

然
法

論

に
な

ぞ
ら
え

て

い
え

ば

自
然
状

態
か

ら
社
会

契
約

へ
と

い
う
文

脈

に
入

っ
て

い
る
と

し

か

読

み
よ

う

が
な

い
。
と

す

れ
ば
主

-
奴

論

の
末
尾

で
本

来

へ
ー
ゲ

ル

が
展

開

し
よ
う

と

し

た

の
は

「
も

し

ー
が

な
け

れ
ば

…

…

で
き

な

い
」
と

い
う

議

論

(?

)

で
は
な

く
、
「
ー
と

い
う

条
件

の
下

で

は

…

…
で
き

る
」
と

い
う

分
析

な

の

で
は
な

か

っ
た

か
。
も

っ
と

も

、

従

来

の
自

然
法

論

の
見

て
い
る
社
会

は
狭

義

の
政
治
的

側
面

に
限
定

さ
れ

て

い
た
。
い
わ

ば

市
民

社

会
論

抜
き

の
国

家
論

で
あ

る
。
そ

こ

で
は
最

初

か
ら
自

然
権

を
持

ち

、
あ

る
意
味

で
既

に
法

的

な
人

格
を

持

つ
個

人

が
前

提

さ

れ

て
、
そ

の
諸
個

人
間

の
政

治
的

関
係

の
み
が

想

定

さ

れ

て

い
る
。
だ

か

ら

こ
そ

〈
自
然

状
態

か

ら
社

会
状

態

へ
〉

の
移
行

を

〈社
会

契

約
〉
と

い
う

フ
ィ

ク
シ

ョ
ン
で
説

明

し

て
し
ま

う

と

い
う

、
あ

る
種

素

朴

な
議

論

が
可
能

に

な
る

の

で
あ

ろ
う

。

し

か

し

へ
ー
ゲ

ル
の
考
え

て

い
た

〈社

会
〉
は
も

っ
と
複

雑

で
厚

み

の
あ

る
も

の
だ

つ
た
。
へ
ー
ゲ

ル
は

「
承

認

」
と

「
陶

冶

」
と

を

、

つ
ま
り
自

-
他

関
係

と
自

己

意
識

の
発

展
と

を

、
重

ね

合
わ

せ

よ
う

と

し

た
だ

け

で
な

く
、
両
者

と

「
物
」
の
世

界

を
も

労
働

を

媒
介

に

し

て
結
ば

れ

る
不

可

分

の
も

の
と

し
て
と

ら
え

た

。

つ
ま

り
、

〈政
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治

〉

と

〈意

識
〉
と

〈経
済

〉
と

が
絡

み
合

っ
た

一
つ
の

〈社

会
〉

を

へ
ー

ゲ

ル
は
見

て

い
た
。
『
現
象

学
』

に
お
け

る

承
認

を

め
ぐ

る

闘
争

は
、
占

有

の
観
点

を
外

し
た

た
め

に
む
し

ろ

ホ

ッ
ブ

ズ
的

な
自

然
法

論

に
近

い
外

観

を
呈

し

て

い
た

の
だ

っ
た
が

、

こ

こ

に
き

て

へ
ー
ゲ

ル
は
も

は

や
自
然

法
論
的
枠

組

み
を

も
完
全

に
放
棄

せ
ざ

る

を
得

な
か

っ
た

。
し

か
し
ま

た

へ
ー
ゲ

ル
に

は
自
然

法
論

的
枠

組

み

抜
き

で
、
眼

前

に
見

て

い
る
こ

の

〈社

会
〉
が

ど

の
よ
う

な

必
然

性

を
も

っ
て
人
倫

の
国

に
転
化
す

る
の
か
を

い
う

こ
と

は
で
き
な

か

っ

た

。そ

の

一
つ
の
原
因

は
主

-
奴

論
に
お

け
る
労
働

が
結
局

は
奴
個

人

の
個
別

的

な
労
働

だ

か
ら

で
あ

ろ
う

。
『
現
象

学
』

で
は

、
労
働

の

持

つ
、

社

会
を

横

断

し
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
を

つ
く

る
と

い
う

〈
水

平

的

〉
な
面

が
軽

視

さ
れ
、
自

己
意

識
を

よ

り
高

い
段

階

へ
と

陶
冶

す

る
と

い
う

〈垂

直
的
〉
な

面
が

重
視

さ

れ

て

い
る

。
意

識

の
経
験

の

学
と

い
う
枠

組

み
に
規

制
さ

れ
て

い
る
た

め
で
あ

ろ
う

。
こ
れ

は
承

認
を

め
ぐ

る
闘
争

か
ら
占
有

を
め
ぐ

る
闘
争

が
外
さ

れ
た

こ
と

と

パ

ラ
レ

ル
で
あ

る
。

「
一
八
〇

五
/

〇
六

年

の
精

神
哲

学
」
で

は
、
労

働

の
持

つ
意

味

は
労

働
主

体
個

人

の
陶

冶
と

い
う
意

味
だ

け

で
は
な

く
、
分
業

と
交

換
を
介

し

て
承
認

関
係
を
全

社
会
的

な
規
模

に
拡
げ

る
と

い
う
意

味

を
も

担

っ
て

い
た

。

こ

こ
で

の
承

認
を

め

ぐ

る
闘
争

は
占

有

を

め

ぐ

っ
て
始
ま

る
が
、
占

有

は
労

働
を

根

拠
と

し

て
お

り
、
労

働

は

物

の
内

に
自

己

の
意

識
を
置
き

入

れ
る
こ
と

を
意
味

し

て
い
る

の
だ

か

ら

、
こ

の
承

認

の
運
動

の
内

で
は
初

め
か

ら

〈
政
治
〉

と

〈経

済

〉

と

〈意

識
〉

と

は
緊

密

に
結
び

あ

っ
て

い
る
。
承

認

の
完

成
と

は
、

こ
こ

で
は
占
有

を

法
的

な
所
有

の
境

位

に
も

た
ら

し
、
私
的

な
欲

求

を
法

に
よ

っ
て
保

証

さ
れ
た
分
業

と
交
換

の
拡

が
り

に
基

づ

い
て
公

共
的

な

体
系

へ
と

高
め

、
ま

た
意

識
を
人

倫
的

共

同
体

の
成

員

へ
と

陶

冶
す

る

こ
と

で
あ

っ
た
。

し

か
し

『現

象

学
』
に
お

い
て
労
働

は

、
主

-
奴

両

身
分

の
支

配

-
被
支

配
関
係

の
間

に
介

在
す

る
こ
と

で
暗
黙

の
内

に
社

会
的

な
意

味

を
与

え
ら

れ

な
が
ら

、
そ
れ
自

体

の
持

つ
社

会

的
な

広

が
り

は
看

過

さ

れ

て

い
る

。
ヘ
ー
ゲ

ル
は

そ
こ

に
意

識

の
陶

冶
と

い
う

契
機

を

除

い
て
は
、
国
家

形
成

へ
と

つ
な

が

る
も

の
を
見

出
す

こ
と

は

で
き

な
か

っ
た
。

へ
ー
ゲ

ル
の
ネ
ガ

テ

イ
ヴ
な

表
現
を

そ

の
ま

ま
裏

返
し

て
問
う

て

み
よ

う

。
不

可
欠

な
条

件

た
る

「
普

遍

的

な
仕
方

」
(㈲
一
℃
ひ
ご
一い
)
で

の
労

働
、
奉

仕
、
畏

れ
が
、
こ
こ

で

の
社

会
的

文

脈

に
見
合

っ
た
形
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で
考
え

ら

れ

て

い
た
と

し

た

ら
ど
う

だ

っ
た
だ

ろ
う

か
。

労
働

が

「
普

遍

的

な
力

と

対
象

的

実

在

の
全

体

と

を

支

配
す

る
」

(
ゆ
一
ゆ
ひ
、

一
一
ひ
)
社
会

-

近
代

市
民

社
会

ー

は
ど

の
よ
う

な

国
家

を
成

立

さ
せ

,

る
だ

ろ
う

か

。
つ
ま

り
社

会

的
な

労
働

と
、
普
遍

的

な
主

-
奴

関
係

と
、
普

遍
的

で
社

会
的

な

「
物

」
の
世

界

が
考
え

ら

れ

て

い
れ
ば
、

そ
れ

ら
三

つ
が
重

ね
合

わ

さ
れ
た
と

き

に
、
ど

ん
な

国
家
像

が
浮
か

び

上
が

っ
て
き
た

だ

ろ
う

。
へ
ー
ゲ

ル
は

一
旦

そ
う

考
え

て
、
し

か

し

こ
こ

で
は

そ

の
構
想

を
断

念

し
た
か

の
よ
う

に
見

え

る
。
し
か

し

そ
も

そ
も

承
認
を

め
ぐ

る
闘
争

か
ら
占
有

の
契

機
を

外

し
、
闘

争

の

後

で
労
働

を
論

じ

る
こ
と

に
し

た
と

き

に
、
そ
う

な
る

こ
と

は
見
え

て

い
た
は
ず

な

の
だ

が
。

へ
ー
ゲ

ル
は
こ

の
断

念

を
明
確

に
表

明
す

る

こ
と
な

く
、
そ

の
後

の
行

論

に
間
接

的

に
語
ら

せ

て

い
る
よ

う

で
あ

る
。
こ

の
や

り
方

は

し
か

し

「
我

々
と

し

て

の
我
、
我

と

し

て
の
我

々
」
と

い
う

精
神

の

境

位

が
、
入
倫

的
共

同
体

の
成
立

と

い
う

形

で
も

成
就

す

る
と

い
う

こ
と

が
、
実

際

に
は
な

ん
ら
原

理
的

に
解
明

さ

れ

て

い
な

い
に
も

関

わ
ら
ず

、
あ

た
か
も

歴
史

の
中

で
起

こ

っ
て
し
ま

っ
た

か

の
よ
う

に

誤
解

さ

せ
る
と

い
う

弊
害

を
残

し
た

。
も

し
主

-
奴
論

に

〈
未
済

の

人
倫

〉
を
見

な

け

れ
ば
、
つ
ま
り

あ
ら

か

じ
め

一
つ
の
国
家
論
構

想

が
あ

っ
て
、
そ

れ
が

こ

こ
で
断

念
さ

れ
た
と

い
う

こ
と

に
気

づ

か
な

け

れ
ば
、
当
然

自

己
意

識
章

で
提
起

さ

れ
た

〈国

家
論

ま

で
を

射
程

に
入

れ

た
承
認

の
問

題
〉
が
、
そ

の
後

の
展

開

の
中

で

〈答

え

ら

れ

て

い
く
〉
よ
う

に
見

え

る
だ

ろ
う

。
V
理
性

章

で
予

示

さ
れ
、
W
精

神
章

で
描
か

れ

る

「
人

倫

の
国
」
。
そ
し

て
同
章
良

心
論
末

尾

の

「
赦

し
」
に

お
け

る
和

解
と

、
可
宗

教
章

の
啓

示
宗

教

に

お
け

る
神

人
和

解

。
最
後

に
細
絶

対

知
章

に
お
け

る

こ

の
二

つ

の
和
解

の
統

一
。
し

か

し
こ

れ
ら

は
自

己
意

識
章

の
問

い
に
対

す

る
答

で
は
な

い
し
、
ま

た

こ
れ
ら

の
答

に
対

す

る
問

い
は
自

己
意

識
章

で
は
問
わ

れ

て

い
な

い
。
答

え

の
な

い
問

い
と

問

い
の
な

い
答
え

の
間

に

〈未

済

の
人

倫
〉

と

し

て

の
主

-
奴
論

が
あ

る
。

注
『現
象
学
』

か
ら

の
引
用

に

つ
い
て
は
、
(ゆ
一謡
、一〇Q。)
の
よ
う

に
、

「
パ
ラ
グ

ラ

フ
番

号
/

ア
カ

デ
ミ
ー
版

全
集
第

九
巻

の

ぺ
ー
ジ

数
」
の
順

で
示
し

た
。
な

お

パ
ラ
グ

ラ
フ
は
序

文
か
ら

の
通

し
番

号

に
な

っ
て

い
る
が
、
自

己
意
識
章

冒
頭

の
パ

ラ
グ

ラ

フ
は

ゆ
一ひ
ひ
で
あ
る

。

そ

の
他

の

へ
ー
ゲ

ル
の
著

作
か
ら

の
引

用
は

ア
カ

デ
ミ
ー
版

の
全

集
か
ら
行

い
、
(Q
o。
層=
舞

)
の
よ
う

に
、

「巻

数
、

ペ
ー
ジ
数

」

の
順

で
示

し
た
。

他

の
引

用

に
関

し

て
は
そ

の
都
度
注

に
示

し
た
。
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(
一
)
鳶
蓉
ミ

畠
§

ミ
§
ミ
富審

一
(Q
9

(
『イ

エ
ナ
体
系

構
想

1
』
)

捻
§

ミ

畠
§

ミ
§
ミ
嵩
審

讐

(Q
。。
)

(
『イ

エ
ナ
体
系
構

想

皿
』.
)

(
二
V

コ

八
〇

五
/

〇

六
年

の
精
神

哲

学
」

(
『イ

エ
ナ

体
系

構

想

皿
」

壽
竃
ミ

畠
§

ミ
§
ミ
鴇
審

ヨ
(O
◎Q
)
)

に
お

い
て
は
こ

の
よ
う

な
不

一
致

の
問
題

は
生

じ
て
こ
な

い
。
と

い
う

の
も
そ

こ
で
は
、
自

立
的

な
個

体
性

を
持

つ
自

己

意
識

の
成

立
自
体

が
明
確

に
歴
史
的

な
事
柄

と
し

て
、
つ
ま

り
近
代

の
成

果
と

し

て
論

じ
ら
れ

て

い
る
か

ら

で
あ

る
。
こ
の
よ
う

な
近
代
的

な
個
体

が
歴
史

的

現
実

の
中

で

い
か

に
し

て
共

同
体
を

形
成
す

る
か
、
が
こ

の
著

作

の
テ

ー

マ
で

あ

っ
た
。
し
か

し
そ

の
ゆ
え

に
そ
こ

に
は
ま

た
別

の
矛

盾
ー

そ

の
よ
う

な

下
か

ら

の
形
成

の
不
可
能
性
-

が
生

じ

て
く

る

の
だ

が
、

こ
れ

に

つ

い
て
は
拙
論

「実
践
哲

学

の
限

界
と
し

て
の
承
認
ー

ヘ
ー

ゲ
ル

の

一
八
〇

五
/
〇

六
年

の
精

神
哲

学
」
(関

西
哲
学
会

年
報

『
ア
ル
ケ
ー
」
第

3
号
、

}
九

九
五
年

所
収
)
参

照

。
(三
)

し
か

し
こ
こ

で
生
命

へ
の
執

着

と
そ

の
否
定

に
帰
結

し

た
と
さ
れ

て
い

る

「限
定

的
個
別
的

な
定
在

」
へ
の
執
着

と
そ

の
否
定

の
問
題

は
、
後

の
主

-

奴
論

に
お

い
て
は

「物

O
言
o。」
一
般

へ
の
執

着
と

そ
の
否
定

と

い
う

問
題

に
読

み
換
、え
ら
れ

る
こ
と

に
な
る
。

こ
の
ズ

レ
に

つ
い
て
は
本
稿

皿
参

照
。

(四
)

も
ち

ろ
ん
生
命
論

の
意
図

は

こ
れ
だ

け

で
は
な

い
。

も
う

一
つ
の
意

図

は
、
む
し

ろ
逆
に
生
命

が
個
体

を
越
え

た
全
体

で
あ
り
、
そ

の
よ

う

な
生

命

に

属

し

て

い
る
意

識

が

「
類

」

で
あ

る

こ
と

を
示

す

こ

と

で
あ

る

。
だ

か

ら

個

体

の
内

に
取

り
込

ま

れ
た

生

命

は
、

承

認
を

め

ぐ

る
闘

争

の

コ
ン

テ
ク

ス
ト
に

お
い
て
、
と

り
あ
え
ず

個
体

の
有

限
性

を
示
す

こ
と

に
な
る

が
、
個
体

を
越
え

る
も

の
と

し
て
の
生
命
は

同
時

に
こ

の
よ
う
な
有

限

の
境
位

を
越
え
た

無

限
性
を
示

し
て
も

い
る
。
後
者
は

い
わ
ゆ

る
自

然
的
生
命

で
は
な
く
結

局
は

「精

神
」
を

意
味
し

て

い
る
。

(五
)
イ

エ
ナ
期

へ
ー
ゲ

ル
の

「承
認
を

め
ぐ

る
闘
争
」
と

ホ

ッ
ブ
ズ

の
自

然

法

論

と

の

関

係

に

関

し

て
は

L

・
ジ

ー
プ

の
以

下

の

研

究

が

あ

る

。

の
【。
℃
・r
巨

…

o。
日

O
。
『

困
9
ヨ
蔑

=
ヨ

〉
ロ
。
『冨

弓

5
昌
α。
.
ぎ

"定
恥
◇。
恥
}

隔
ミ
ミ
馬壽
b
P
ρ
一ヨ
♪
。・』
い
い
PQ
刈
.

(六
)
し

か
し

ヘ
ー
ゲ

ル
が

こ
の
部
分
を

書

い
て

い
た
時

点

で
、
こ

の
よ
う

な

境
位

が

「現
象

学
」
の
ど

の
地
点

で
成
就
す

る
と
考

え

て

い
た

の
か
は
自

明

で

は
な

い
。
が
、
で
き
あ

が

っ
た

「現
象
学
一
か
ら
考
え

れ
ば
、
ど
う
だ

ろ
う

か
。

例
え

ば
金

子
武
蔵

は

次

の
よ
う

に

い
う

。

V
理
性
章

の
B

に
お

い
て

予
示

さ

れ
、
W
精
神

章

の
A

で
具
体
的

に
論
じ
ら

れ
る

「人

倫

の
国

」
に
お

い
て
も

主

,
奴
関
係

は
残

り
、
そ

の
後

も
成
立

を
見

な

い
ま
ま

班
精
神
章

の
全
体

を

通
じ

て
承
認

の
成
就

が

問
題

と
さ

れ

て

い
る

が
、
結

局
同
章

末

尾

に
お

い
て

「
赦

し
」
に
お

い
て
絶

対
精

神
が

登
場
す

る
こ
と

に
よ

っ
て
原
理
的

に

は
相

互
承

認

の
問

題
は
解

決
す

る

(「現
象

学
h

金

子
武
蔵
訳

、
訳
者

註

一
四
六

二
頁
以

下

及
び

「精
神

の
現
象

学

へ
の
道
一

(
一
九

八
九
年

)

二
四
四
頁
以

下
を
参

照
)
。

し
か

し

で
き

あ
が

つ
た

『現
象

学
」

の
構

想
か

ら
す
れ

ば
当

然

の
こ
と
だ

が
、

こ
れ

は
人
倫

的
共
同

体
之

し

て
現

実
化
さ

れ
て

い
る
わ
け

で
は
な

い

(『
現
象

学
」

}
六
八

四
頁
以

下
を
参

照
)
。

(七
)

少
な
く

と
も

「
一
八
〇
五
/

〇
六
年

の
精
神
哲

学
」

か
ら
見

て
取

れ
る

限
り
に

お

い
て
、
へ
ー
ゲ

ル
は

こ

の
時
期

、
近
代
自

然
法
論

に
た

い
し

て
、
批

判
し

つ

つ
限
定

つ
き

で
評
価
す

る
と

い
う
微

妙
な

態
度
を

と

っ
て

い
た

。
つ
ま

り
、
ま
ず
第

一
に

ヘ
ー

ゲ
ル
は
、
自

然
法
論

に
見
ら

れ
る
、
国

家

の
成
立
以

前

に

(自

然
状
態

に
お

い
て
)
既
に
人

間
が
自
然
権

を
持

つ
、
と

い
う
考

え
方
を

厳

し
く
退

け

る
の
で
あ

る
。
そ
れ
に
伴

い
へ
ー
ゲ

ル
は

個
人
間

の
契
約

に
よ

っ

て
国
家
が

成
立

す

る
と

い
う
考

え
方
を

も
否

定
し

て

い
た
。

と

い
う

の
も
権

利

.義

務

.
契
約
と

い

っ
た
法

に
関
わ

る
事

柄
は
国

家

の
成
立
後

初
め

て
成
立

す

る
か
ら

で
あ

る
。

し

か
し
そ

れ

に
も

関
わ

ら
ず
第

二
に

へ
ー
ゲ

ル
は

、
自

然
状
態

が
諸

個
人
間

の
承
認
を

め
ぐ

る
闘
争
を

経

て
止

揚
さ

れ
、
国
家
が

成
立

す
る
と

い
う
構

想
を
持

っ
て

い
た
。
〈自

然
状
態

V
・
〈止

揚
〉
・
〈国
家

の
成
立
〉

の
内
容

は
既
述

の
よ
う

に
近
代

自
然
法

論
と

は
異
な

っ
て
い
る
が
、

〈諸
個

人

が
対
峙
す

る
自
然

状
態

か
ら
共

同
が
成
立
す

る
国
家

状
態

へ
〉
と

い
う

図
式

と

し

て
は
共

通

の
も

の
を
持

つ
。
=
言
で

い
え
ば

へ
ー
ゲ

ル
は
も

は

や
ギ
リ

シ

ャ
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の
ポ
リ

ス
に
お
け
る
よ
う

に
、
実
体
的
人
倫

が
そ

の
ま
ま
共

同
体

の
成

員
を
包

摂

し
う

る
と

は
考
え

て

い
な

い

(O
◎。
b
一鼻

)。

(八
)

コ

八
〇

五
/

〇
六
年

の
精

神
哲

学
」

で
は
次

の
よ
う

に

い
わ

れ
て

い

る
。
「自
然

状
態
は
脱

却
さ
れ
ね

ば
な

ら
な

い
。
…
…
承
認
す

る
も

の
と
し

て
、

人
間
そ

の
も

の
が
運
動

で
あ
り
、
こ

の
運
動

が
ま
さ

に
人
間

の
自

然
状

態
を
止

揚
す

る
」
(O
。。
b
三
「
)

ヒノ

(九

)
エ
o
σ
σo
の月
『o
∋
四。・"腎
ξ
ミ
ぎ
き
一〇
い
一も
"「昌
一b
訂
で
.×
×
.
『リ
ヴ

ァ
イ

ア
サ

ン
』
第

二
十
章

に
お

い
て
、

ホ

ッ
ブ
ズ

は

「設
立

さ
れ
た

コ
モ
ン
ウ

ェ
ル
ス
」

と
は
異

な
る

「獲
得

さ
れ
た

コ
モ

ン
ウ

ェ
ル
ス
」
に

つ
い
て
論

じ

て

い
る
。
こ

れ
は
人

々
が
死

や
束

縛

に
対

す
る
恐
怖

か
ら
あ

る
支
配

に
対

し

て
服
従
し

、
つ

ま
り
は
主
権

が
力

に
よ

っ
て
獲

得
さ

れ
る
よ
う
な

国
家
を
指

す
。
こ
れ

は
さ
ら

に

「父
権

的
支
配
」

と

「専
制

的
支
配

」
に
分
か

れ
、
特

に
後
者

は

「主
人

」

と

「召
使
」
の
関
係

に
な

ぞ
ら
え

ら
れ

て
お
り
、
へ
ー
ゲ

ル
の
主

-
奴
論

の
発

想

に
影
響

を
与
え

た
こ
と
を
窺

わ
せ

る
。
こ
の
点

に

つ

い
て
高

田
純

『承

認
と

自

由

へ
ー
ゲ

ル
実

践
哲
学

の
再
構
成
』
(
一
九
九

四
年
)
か
ら
教
示
を

得
た

。

同
書

一
五
〇
頁

以
下
参
照

。

(
一
〇

)
困
ε
警
。▼
≧
。
x
p匿
「ρ
き
馬、o
§

翫§

昏
ミ

、s
ミ
、馬
魯

寒

偽
ミ
噛
一〇
ミ
.

(
=

)
こ

の
件

に
関
し

て
は
森
川
孝
吉

に
よ

る
以
下

の
報

告
が

あ
る
。

「
「
承
認

」
概

念

の
歴

史
」

(
『現

代
思

想
』

一
九

九

三
年

七

月
臨

時
増

刊

号

「
へ
ー
ゲ

ル
の
思

想
」

所
収

)

(
一
二
)

≦
≡
冨
ヨ
。・菊
o
σ
。再

刀
."
貯

らo
恕

ミ
§

㍉
導
ミ
馬
§

叙
鳶
恥
鷺
、
§

ミ
軸

O
ミ
恥さ
6
旨
も
■一ωP

(
=
二
)
も
ち

ろ
ん
こ

こ
で
は
未
だ
国
家

は
成
立

し

て
い
な

い
の
で

(も

つ
と

も

本
稿

の
趣

旨
か
ら

い
え
ば
、

『現
象
学
』

の
ど

こ
に
お

い
て
も
国

家

の
成
立

は
説
か
れ

て

い
な

い
の
だ
が
)
、
あ
く
ま

で
も

ア
ナ

ロ
ジ

ー

に
止
ま

る
。

な
お

W
教
養
章

の
B

-
I

-
a
で
臣

下
に
よ
る
統

治
者

へ
の
阿

訣
追
従
を
め

ぐ
る
同

じ
よ
う
な
事

態
が
、
封
建
制

国
家

に
お
け
る
主
従

関
係
と

し

て
述

べ
ら
れ

て

い

る

(ω
蜜
『『.)。

(
一
四
)

し
か

し
で
は

現
実

に
直

接
的

な

く水
平

的
承

認
V

に
全

面
的

に
基
づ

く
社
会

・
国
家

(直
接

民
主
制

な
ど

)
が

可
能

か
、
と

い
え

ば
、
少
な
く

と
も

あ

る
程
度
以

上

の
規

模

に
な

る
と

、
明

ら
か

に
不
可
能

で
あ

ろ
う

。
そ

の
意
味

で
は

へ
ー
ゲ
ル
が

く水
平

的
承
認
V
を

ス
ト

レ
ー
ト

に
国
家

形
成

と
結
び

つ
け

る
こ
と
を

せ
ず

、

〈垂
直

的
承
認
〉

の
介

在
を
指

摘
し
た

こ
と
自

体
は
正

当

で

あ

ろ
う

。
問

題
は
む

し

ろ
、
概
念

と
し

て
は

〈水

平
的
〉
で
あ

る
も
の
が

現
象

と

し
て
は

(垂
直

的
〉
な
も

の
と
し

て
現
れ
、
し

か
し
そ
れ

ら
は

最
終

的

に
和

解

に
も
た

ら
さ

れ
、

両
者

と
も

に
止
揚

さ

れ
る
と

い
う
構

想
を

採

っ
た

と
き

に
、
現
実

の
国
家

の
内

に
あ
る
不
等

性

の
問
題
が
免

罪
さ

れ

て
し

ま
う

面

が
あ

る
、
と

い
う
点

で
あ

る
。
こ
れ
を
避

け

る
た
め

に
は
、
現
実

の
中

で

く水
平

的

承
認
V
が

く垂
直

的
承

認
V
に
転

回
す

る
局
面
を

押
さ
え

な
け
れ
ば

な

ら
な

い
。

実
は
イ

エ
ナ
期

の
精
神

哲
学

に
お

い
て
は

〈水

平
的
承

認
〉
の
概
念

に
見
合

う

形

で
の

〈水
平
的
〉
な
社
会

的
現

実

(端
的

に
言
え
ば

分
業
と
交

換

に
基
づ

く

市
民
社
会

)
が
ま

ず

は
考
え
ら

れ

て
お
り
、

そ
の
上

で
そ

の

〈垂

直
的

承
認
〉

へ
の
転

回
と

し
て
国
家

が
考

え
ら

れ
て

い
た
。

(
一
五
)

コ
ジ

ェ
ー
ヴ

は
こ

の
議
論
を

ハ
イ

デ

ッ
ガ

ー
の
死

へ
の
存
在

と
し

て

の
現
存
在

を
め
ぐ

る
問
題

に
重

ね
合
わ

せ
て

い
る
(〈
G。
一.困
ε
警
ρ
o
P
。置
P
§

)。

(
=

ハ
)

し
か

し
も

し

い
ず
れ

か

の
ケ
ー

ス
が
論

じ
ら

れ

て
い
た
と

し
た

ら

、

前
者

の
場

合

に
は
、
ま

た
不
.等

な
承

認
が
起

こ
る

こ
と

に
な

る
し
、
後
者

の
場

合
に
は

「主

」
の
方
が

そ

の
時
ど
う

な

っ
て

い
る

か
が
不
明

で
あ

る
。
こ

の
後

の
方

の
問

題
は

「意

識

の
経

験

の
学
」
で
あ

る
以
上

、
自
己
意

識

の

一
側
面

で

あ

っ
て
独

立
し
た

個
体

で
は
な

い
、
と
し

て
、
あ

る

い
は
新

た
な

意
識
形

態

に

よ

っ
て
既

に
乗

り
越
え

ら
れ
た
意

識
形
態
だ
と

し
て
済
ま
せ

る
こ
と
も

で
き

る

か
も

し
れ
な

い
。

し
か

し
も
し

〈意

識

の
経
験
〉

で
は
な
く

<人
倫

の
成

立
〉
を

論
ず

る
と
す

れ
ば
、
こ
の
ま
ま

で
は

「
主
」
の
存
在

は
そ

の
ま

ま
残
存

し
続

け
る
、
実

際

に

は
乗

り
越
え

ら
れ

て

い
な

い
と
考

え
な
け

れ
ば
な

ら
な

い
。陶
冶

さ
れ

て

い
な

い
意
識
が
常

に
社

会

の
他
者

と
し

て
こ
ぼ
れ

て
い
く

と

い
う
問
題

は

つ
い
て
廻
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る
だ

ろ
う
。

(後
年

の

へ
ー
ゲ
ル
は

『法

の
哲
学
」

に
お

い
て
貧
民

問
題
を

こ

の
側

面
か
ら
考
え

て
い
る
)
。
だ
か
ら
要
す

る
に
同

一
平
面

上
に
他
者

を
前

提

し
、
そ

の
他
者

を
巻
き

込
む

く水

平
的
承
認
V
と

い
う

原
理

を
、
そ
の
ま
ま

で

く意
識

の
経

験

の
学
構

想
V

に
取
り
込

み
、
さ
ら

に
そ
れ
を

く人
倫

的
共

同
体

の
成

立
V
と
結
び
付

け
よ
う

と
す
る

の
は
そ
も
そ
も
無

理
だ

と

い
う

こ
と

に
な

る
。
そ
し

て
後

年

の
へ
!
ゲ

ル
は
前

二
者

の
役
割
を

縮

小
す

る
こ
と
で
後
者

を

整
合
的

に
論

じ
よ
う
と

し
て

い
る
。
ニ
ュ
ル

ン
ベ
ル
ク
時
代

、
ベ
ル
リ

ン
時

代

の
講
義

を
通

し
て
、
エ
ン
ツ

ィ
ク

ロ
ペ
デ

ィ
ー
の

い
わ

ゆ
る

「
小
現
象
学

」
で

は
奴

の
意
識
と
主

の
意

識
と

の
間
に

一
つ
の

「
共
通
性

」
が
あ
ら

わ
れ
、
そ
れ

が

「普
遍

的
自

己
意
識

」

へ
と
移
行

す

る

(こ

の
点

に

つ
い
て
は
幸

津

国
生

『哲
学

の
欲

求
」
(
一
九
九

一
年
)
か

ら
教
示
を
得

た
。
同
書

二
五

二
頁
以

下
参

照
)
。
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it faut que nous commencions a mettre en ordre les termes techniques comme la substance, 

1'attribut, le mode, apres cela nous tiendrons compte de son intention de soutenir l'union 

de Fame avec le corps aussi bien que la r6elle distinction entre fame et le corps. Puis 

nous rechercherons ou est ]a signification de la distinction de ]'amour, en examinant les 

diverses distinctions de ]'amour. En dernier lieu, nous considererons la relation entre 

]'amour de soi et celui d'autrui.

           Verzicht auf Sittlichkeit 
-Eine Interpretation des Problems von Herrschaft and 

 Knechtschaft in der Phanomenologie des Geistes-

Ayumi ISHIDA

     Zu Beginn des,,Selbstbewuf3tseinskapitels" der Phanomenologie des Geistes bestimmt 

  Hegel die Struktur des Selbstbewuf3tseins als die wechselseitige Beziehung zwischen 

  dem Ich and dem Anderen, worin eine Bewegung der Anerkennung geschieht. Das ist 

  zunachst eine gleiche, >>horizontale<< Anerkennung. Dieser reine Begriff der Anerkennung 

  aber ist noch nur »fur uns<<. Des weiteren entfaltet Hegel eine andere Anerkennungslehre. 

  Was im Begriff »fur uns<< war, ist nun in der Wirklichkeit *fur ese , fur das Bewuf3tsein 

  selbst; das erortert Hegel im sozialen Kontext, d.h. am Herrschafts-Knechtschafts-

  Verhaltnis. Gerade hier beginntdie zweite Anerkennung, die nicht wechselseitig, ungleich 

  and »vertikal< ist. Am Ende der Herrschafts-Knechtschafts-Lehre versucht Hegel, in 

  der Erfahrung des Bewulltseins die beiden Arten von Anerkennung miteinander zu 

  versohnen and damit eine sittliche, auf eine wahrhafte Anerkennung begrundete 

  Gemeinschaft zu entwerfen; das endet aber in einem Mif3erfolg. In der Phanomenologie 

  des Geistes verzichtet er daher auf die Staatslehre bzw. auf die Suche nach Verwi rklichung 

  des Reichs der Sittlichkeit, obwohl dieser Problembereich eine wichtige Aufgabe seiner 

  Jenaer Zeit war.

Gadamers Kritik an Dilthey

Yasuo ORIHASHI

  In Wahrheit and Methode hat H.-G. Gadamer die traditionelle Hermeneutik von den 

Romantikern his Dilthey scharf kritisiert. Dabei weist Gadamer darauf hin, dal3 Dilthey 

an die romantische Hermeneutik and die historische Schule anknUpft and ihre Theorien

iii


