
デ

カ

ル

ト

に

1

問
題
の
所
在

お

け

る
愛

の
区

目
リ

ケ
」

肩
刀

〃

デ

カ

ル
ト

は
、
あ

る
宛

先
不

明

の
書

簡

(H
<
山
轟
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～
U
ρ

一ひ
轟
い
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ま
ま

ゆ
)
(ぺ以

下
、
書

簡
①

と
略

記
)
の
中

で
、
様

態

と
属

性
と

の
間

の
区

別

、
さ
ら

に

「事

物

そ

の
も

の

(
こ
こ

で
言

わ

れ

る
事

物

は
物

体
的

事
物

に
限

定

さ
れ

る

の
で
は
な

く
、
精
神

的

事
物

も
含

む

)
の

様
態

」

と

「
思
惟

の
様

態
」

と

の
間

の
区
別

に

つ
い
て
述

べ

て
お

り

、
形

は
、
運

動
な

ど
と

と
も

に
、
「
物
体

的
実

体

に

お

い
て
固
有

で
あ

る
と
言

わ

れ

る
様

態
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[
"
物

体

的
実

体

に

の
み
帰

せ
ら

れ

る
様

態
]
」

で
あ

り

、
「
愛

(9
ヨ
o
周)」
は
、
疑

い
な
ど

と
と

も

に
、
「
精

神

に
お
け

る
真

つ

い

て

武

藤

整

司

な

る

様

態

(<
O
H9
ω
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O
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[
"
精

神

的

実

体

に

の

み

帰

せ

ら

れ

る

様

態

]
」

で

あ

る

、

と

言

明

し

て

い

る

。

一
方

、
彼

は

ま

た

、

『
哲

学

の

原

理

』

(
以

下

、
『
原

理

』
と

略

記

)

に

お

い

て

、
愛

は

、
単

に

精

神

だ

け

に

、
あ

る

い

は

、
単

に

物

体

[
11

身

体

]
だ

け

に

帰

せ

ら

れ

る

わ

け

で

は

な

く

、

「
わ

れ

わ

れ

の
精

神

と

身

体

と

の
密

接

で

内

的

な

合

=

碧
9
帥
黛

貯

鉱
臼
助
目
臼

鼠
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ご
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0
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器
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に

由

来

す

る

も

の

で

あ

る

と

述

べ

て

い

る

(<
一一一ー
一
IP
ω
曽
㌧∪、
.同-轟
◎o
)。

こ

れ

ら

二

つ

の

テ

ク

ス
ト

を

一
瞥

し

た

限

り

で
気

付

く

こ

と

は

、

両

者

の

間

に

は

明

ら

か

な

矛

盾

が

あ

る

、
と

い
う

こ

と

で

あ

る

。
と

い
う

の

も

、
デ

カ

ル

ト

は

、
書

簡

①

に

お

い

て

は

「
愛

は

精

神

に

の
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み
帰

せ
ら

れ

る
」
と
明

言

し
な

が
ら
、

『
原
理
』

に
お

い
て
は

「
愛

は
心

身
合

㎜
に
由

来
す

る
」
と

述

べ

て
お
り
、
互

い
に
食

い
違

う
見

解
を

示

し

て

い
る

か
ら

で
あ

る
。
同
じ

「
愛
」
が

、

一
方

で

は
様
態

と
し

て
精
神

だ
け

に
帰

属
す

る
と
述

べ
ら
れ

な
が

ら
、
他

方

で
は
心

身
合

「
に
由

来
歩

み
と
主

張
さ

れ

て

い
る

の
だ

か
ら

、
こ
れ
は

明
ら

か

に
自
家

撞
着

で
あ
る

。
も

っ
と
も

、
こ

の
二

つ
の
記

述

に

お
け

る

矛
盾

が
、

一
見

し

て
消

滅

し

て

い
る
か

に
見
え

る

テ
ク

ス
ト

も
あ

る
。
そ
れ

は
、

一
六

四
七
年

二
月

一
日
付

の
シ

ャ

ニ

ュ
宛
書

簡

q
<
-

α
O
?

一刈
)
(以

下
、
書

簡
②

と

略
記
)

で
あ

り
、
従
来

「
愛

に

つ

い

て
の
手
紙

」
と

呼
ば

れ

て
き
た

有
名

な
書
簡

で
あ

る
。
つ
ま
り

、
こ

の
書

簡
②

に
お

い
て
、
デ

カ
ル
ト

は
、
「
愛

の
区

別

爲

畠
貯
ぎ
。
口
8

自
。
一げ
ヨ
o
母
)」
を

提
案

す

る
こ
と

に

よ

っ
て
、
両

者

の
問

に
蠕

る
齪

飴
を

解
消

し

よ
う

と
企

て
て

い
る
か

に
見
え

る
の

で
あ

る
。

し

か
し

、
こ

れ
か
ら

見

て
ゆ
く

よ
う

に
、
事
態

は

そ
れ

ほ
ど

単
純

で
は
な

い
。
何
故

な

ら
、
デ

カ

ル
ト
は
、
他

に
も

別
様

の

「
愛

の
区

別
」
を
幾

つ
か
立

て

て
お
り
、
そ
れ

ら
相

互

の
関
係
を

洗

い
直

し

て

み
な

い
限
り

、
デ
カ

ル
ト

の
描

い
た
愛

の
実

相
は
見
え

て
こ

な

い
と

思
わ

れ

る
か

ら

で
あ
る

。

し

た
が

っ
て
、

わ
れ

わ
れ

は
先
ず

、

デ

カ

ル
ト
に

お
け

る
、
実

体

、
属
性

、
様

態

な

ど

の
用
語

法
を
整

理

す

る
こ
と

か

ら
始

め
、
心

身

分
離
と
心
身

合

一
の
両
方
を

主
張
す

る

デ
カ

ル
ト

の
意

図
を

汲
み

取

り
た

い
。
こ
れ

は
、
精
神

の
真

な
る
様

態

と
呼

ば

れ
る
意

味

で

の

愛
と

、
心
身

合

一
に
由

来
す

る
愛

と

の
相
違

を
検

討
す

る
た

め

の
先

行
的

作
業

で
あ

り
、
小

論

の
次

節

〔
H
節
〕
で
試

み

ら
れ

る
。
さ

ら

に
、
愛

を
巡

る

さ
ま
ざ

ま

な
区

別
を

吟
味

す

る

こ
と

に
よ

っ
て
、
愛

を
区

別
す

る

こ
と

の
意

義

は
那

辺

に
あ

る

の
か
を

模
索

し
た

い
。
こ

れ

は

皿
節

で
行

な
わ

れ

る
。

最
後

に
、
愛

を

通

し

て

「
自

己

と

他

者

」
の
問

題
を

検
討

し

た

い
。
こ
れ

は
、
纏

め
と

し

て
、
W
節

で
扱

わ

れ

る
。

デ
カ

ル
ト

に
と

っ
て
、
そ

も

そ
も

「
愛

」
と

は
何

だ

っ
た

の
か

。

そ

し

て
、
愛

に
区

別
を

設

け
る

こ
と
を

通

し

て
、
彼

は
何

を
主

張

し

て

い
る

の
か
。
小

論

の
意

図
は

、
デ

カ

ル
ト

が
論

じ
た
愛

を

、
そ

の

区
別

の
側

面
か

ら
考
察

す

る

こ
と

に

よ

っ
て
、
彼

の
愛

に

つ
い
て

の

考
え

を

閑
明
す

る
こ
と

に
あ

る
。

H

心
身
分
離
と
心
身
A
旦

(
a
)

デ

カ

ル
ト

の
用
語

法

の
整

理
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上

で
示
し

た
よ
う

に
、
デ

カ
ル
ト

は
、
「
精
神

に

お
け

る
真

な

る

様

態
と

し

て

の
愛

」
と

い
う

概
念

を
提

出

し

て

い
る
。
こ

の
概
念

を

理
解
す

る
た
め

に
は

、
そ
れ

に
先

立

っ
て
、
実
体

、
属
性

、
様
態

な

ど

の
用

語
を
把

握

し
て

お
か
な
け

れ
ば

な
ら
な

い
だ

ろ
う

。
こ
れ
は

事

柄

が
煩
項

な
だ
け

に

厄
介

な
作

業

で
あ

る
が
、
そ
れ
を
怠

る
と
当

該
概
念

の
理
解

は
覚

束

な

い
と

思
わ

れ
る

の
で
、
で
き
得

る

限
り
整

理

し

て
み
た

い
。
尚
、
主

な

テ
ク

ス
ト
は
書

簡
①

と

『
原
理
』
と

で

あ

る
。

手
始

め

と
し

て
、
実

体

に

つ
い
て
簡
単

に
確

認

し

て
お

こ
う

。
デ

カ

ル
ト

は
実
体

を

以
下

の
よ
う

に
定

義
す

る
。

「実

体

と

い
う

言

葉

に
よ

っ
て

わ

れ

わ

れ

が

理

解

す

る

こ
と

が

で
き

る

の

は

、

存

在

す

る

た

め

に

は

他

の

い

か

な

る
も

の

も

必

要

と

は

し

な

い
、

と

い
う

仕

方

で
存

在

す

る

と

こ

ろ

の

も

の

以

外

の

何

も

の

で

も

な

い

(勺
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こ

の
定
義

に
よ
れ

ば

、
厳

密

に
は

神
し

か
実

体

で

は
な

い
こ
と

に
な

る
が

、

デ
カ

ル
ト

は
、

「
神

の
関
与

(o
o
ロ
。
ロ
「。。
器

U
9

」
を

前

提
と

し

て
、
「
物

体
的

実
体

(。。ロ
げ
。。一き

再冨

8
弓
9
窪
)」
と

「
思

惟
す

る
実

体

(。。魯

。。【き
匿

8
0q
冨

ロ
ω)」
と

を
、
被

造
実

体
と

し

て
認

め

て

い
る
。
但

し
、
こ

れ
ら

は
実

体
と

呼

ば
れ

は
す

る
け

れ
ど

も
、
神

が

実
体
と
呼

ば
れ

る
意
味

で
そ
う
呼

ば
れ

る

の
で
は
な

い
こ
と

を
忘

れ

て
は
な

ら
な

い
。
尚

、
こ
れ

は
蛇

足

で
あ

る
が

、
デ
カ

ル
ト

の
哲
学

体
系

が

二
元
論
と

呼
ば

れ

る
所

以
も
、
こ

の
よ
う

な

二

つ
の
被

造
実

体
を

区

別
す

る

こ
と

に
あ

る
。

ま

た
、
実

体

は
、
存

在
論

的

に
は

被
造

物

の
根

底

を
な

す
も

の
で

は
あ

る
が
、
認

識
論

的

に
は
第

一
に
知

ら

れ

る
も

の

で
は
な

い
。
つ

ま

り
、

デ
カ

ル
ト

に
よ

れ
ば

、
「
実

際
、
わ

れ
わ

れ

が
、
何

ら
か

の

属
性

が

現
存

す

る
と

い
う

こ
と

を
把
握

す

る
こ
と

か
ら

、
あ

る
実
在

す

る
も

の
、
す

な

わ
ち

、
そ

の
属
性

を
帰

属

さ
せ

る
こ
と

が

で
き

る

実

体

が
、
必
然

的

に
ま

た

現
存

す

る
こ
と

を
、
わ

れ
わ

れ
は
結

論

す

る

の
で
あ

る

2

HHH-
一
山
い
り
等

.い
い
P
)」
と

い
う

こ
と

に

な
る

。

つ
ま

り

、
属

性

の
認
識

が

、
実

体

の
認

識

に
先
行

し

て

い
る

の
で
あ

る
。

も

う
少

し
敷

街

し

て
言

い
換
え

て
み

よ
う

。
す

な

わ
ち

、
世

界

に
は

属
性
が

単
独

で
存
在

し

て

い
る

の
で
は

な
く
、
そ

の
属

性
を

担
う

実
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体
も

ま

た
存
在

し

て

い
る

の
で
あ

る
が
、
わ
れ
わ

れ
人

間

に
は
属

性

(
延
長

や
思
惟

)
が

認
識

さ
れ

る

の
み

で
、
実
体

に
関

し

て
は
、

そ

れ
ら
属
性
を
担

う
も

の
と
し

て
そ
の
存
在
が
要

請
さ

れ
て

い
る

の
で

あ

る
。
だ

か
ら
、
認

識
論
的

に
は
、
実
体

よ
り

も
先

に
属
性

が
知

ら

れ
る
ば

か
り

で
な
く
、
実
体

の
認

識
は
あ

く
ま

で
間
接

的

な
も

の
な

の

で
あ

る

。

次

に

属
性

や
様
態

や
性
質

に

つ
い
て
触

れ

て
み

よ
う

。

デ

カ

ル

ト

に

よ
れ

ば
、

基
本

的

に

は
そ

れ
ら

は
同

じ
も

の
で
あ

る
。

し
か

し

、
以

下

の
よ
う

な
形

で
そ
れ
ら

は
区

別
さ

れ

る
。
少

し
長

く

な

る

が

、
そ
れ

ぞ
れ

の
関
係

を

十
全

に
理
解

す

る
た
め

に
、
当
該

箇

所

の

全

文
を

引

用
し

て

み
よ
う

。

「
そ
し

て
、
た

し
か

に
、
こ
こ

で
、
様

態

と

い
う
言

葉

で
わ

れ
わ

れ

が
理
解

す

る
も

の
は

、
他

の
箇
所

で
、
属

性

や
性

質
と

い
う

言

葉

に
よ

つ
て
理
解

す

る
も

の
と

ま

っ
た

く
同

じ

で
あ

る
。

し
か

し
、

そ
れ

ら

に
よ

っ
て
、
実

体

が
影

響

を
蒙

る

、
あ

る

い
は
変

化
を
受

け

る
と
考

え

ら

れ
る

場
合

に
は
、

様
態

と
呼

ば

れ
る
し

、

こ

の
変

化

に
よ

っ
て
、
実

体

が

こ

の
よ
う

で
あ

る
と
称

せ

ら
れ
得

る
と

考

え

ら
れ

る

場
合

に
は
、

性
質

と
呼

ば

れ

る
。

そ

し

て
最
後

に
、

よ
り

一
般

的

に
、
.
そ

れ
ら

が
単

に
実

体

に
内

在
す

る
と

の
み
看

倣

さ

れ
る
場

合

は
、

属
性

と
呼

ば

れ

る
。

そ

れ

ゆ
え

、

神

に
あ

っ
て
は
、

本
来

的

に
様

態

や
性
質

は

な
く

、

属
性

の

み
が
あ

る

と
言

わ

れ
る

の

で
あ

る
。
と

い
う

の
も

、
神

に

は

、
何

ら

の
変

化

も
考
え

ら

れ

な

い
か
ら

で
あ

る

。
そ

し

て
ま

た
、
被

造
物

に
お

い
て
も

、

た
と

え

ば
実

在

し
持

続

す

る
事

物

に

お
け

る
実
在

や
持
続

の
よ
う

に
、

そ

れ
ら

の

事
物

に
お

い
て
決

し

て
多

様
な

あ
り
方

を

し
な

い
も

の
は
、

性
質

と

も
様

態

と
も

言

わ
れ

る

べ
き

で
は

な
く

て
、
属

性

と

言

わ
れ

る

べ
き

な

の
で
あ

る

(<
同同一1
一
IN
ひ
》
、
、
』
ーい
ひ
)」
。

つ
ま
り

、
「
属
性

と

は
、
実

体

に
内
在

し
多

様

な
あ

り
方

を

し

な

い
も

の
」
と
、

一
応

の
定

義
を

得

る

こ
と
が

で
き

る

。
そ
し

て
、
お

の
お

の
の
被
造

実
体

に

は
、
そ
れ
ぞ

れ

一
つ
ず

つ
主

要

な
属
性

が
あ

り

、
そ

れ

は
、
物

体

的
実

体

に
お

い
て
は
、
「
延

長

(・
×
8
冨
一〇
)」
で

あ

ゆ
、
精

神

、
す

な

わ
ち

、
思
惟

す

る
実

体

に
お

い
て
は

、
「
思
惟

(O
O
αq凶
【ロ
葺
O
)」

で
あ

る

(<
日

-
一
占
い
》
等

.り
い
ω
)。

尚

、

こ

れ

は
忘

れ
.て

は
な

ら

な

い
こ

と

で
あ

る

が

、

「
持

続
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(9

箪

δ
)」
な

ど

の
最
も
普

遍

的
な

も

の
な
、
あ

ら

ゆ
る
被

造
物

に

関

わ
り

を
持

つ
属

性
な

の
で
あ

る
(<
HH同ー
一
-N
n
～
Q
・
℃
、
』
1阜
◎◎
)。
と

い

う

の
も

、
ど

の
よ
う

な
実
体

で
も
持

続
す

る

こ
と
を

や
め

る
と
存

在

す

る

こ
と
も

ま

た

や
め
る

か
ら

で
あ

る
(<
一囲
HI一
1ω
O
"
、
、
.【1ひ
P
)。
こ

の
よ
う

な
考

え

は
、
デ
カ

ル
ト

の
若

い
頃

の
著

作

で
あ

る

『
精
神

指

導

の
規

則
』

()(
ー恥
一〇
.
沁
帖o⇔
・一
悼
)
や
、
主
著

で
あ

る

『省

察
』

(≦

り

奪

～
い
)
に

も
見
受

け

ら
れ

る

。
ま

た
、

お
よ

そ
表

現

こ
そ
違

う

が
、

あ

る
書

簡

で
は
、
持

続
を

、
「
根
源

的
概

念

倉
o
ま

浮
。。
窟
冒

三
く
o
ω)」

の
内

の
、
「
わ

れ
わ

れ
が
心

に
描

く

こ
と
が

で
き

る
す

べ
て

の
も

の

に
適
応

す

る
最
も

一
般
的

な
概
念

」
と

し

て
捉
え

て

い
る
の

で
あ
る

(HHH
ーσ
ひ
い
"
呼
函
=
gう
9
げ
〇
一げ
"
P
一
一昌
9
一
一
ひ
鼻
ω
)。

し
た

が

っ
て
、

属
性

に

は
、
そ

れ
ぞ

れ

の
実
体

に
固
有

な
も

の
と
、
共
通

す

る
も

の
と

が
あ

る

こ
と

に
な

る
。

さ

て
、

別

の
角

度

か
ら

属
性

や
様

態

に

つ

い
て
考
察

し

て

ゆ
こ

う
。
特

に
、
様

態
は

、
わ

れ
わ

れ
が
最

も

そ

の
意

味
を

確

定
し

た

い

概
念

で
あ

る
。
と

い
う

の
も
、
精

神

に
お

け

る
真

な

る
様

態
と

し

て

の
愛

と

い
う
表
現

を
適
確

に
理
解
す

る
こ
と
が

こ
の
節

の
主

題
だ
か

ら

で
あ

る
。
し

か
し

、
愛

は
し

ば
ら

く
傍

ら
に
置

き

、
上

で
取

り

土

〆

げ

た

つ
い
で
に
、
ま

た
も

や

「持

続

」
と

い
う

概
念
を

例

に
挙

げ

て

見

て
ゆ
く

こ
と

に
し

よ
う
。
持
続

は

、
属
性

と

様
態

の
関

係
を

考

察

す

る

上

で
好

都

合
な

概

念

で
あ

る
と
思

わ

れ
る

か
ら

で
あ

る

。

さ

て
、
『
原
理
』
第

一
部

五

五
節
と

同

五
七

節

の
記
述

を

一
瞥

す

る
と

、
デ

カ

ル
ト

は
、
持

続

を
規

定

し
、
そ

の
持

続

と
時

間
と

を

区

別
し

て

い
る

こ
と

が
分

か

る
。
す
な

わ
ち

、
先
ず

、
デ
カ

ル
ト

の
語

る
事

物

の
持
続

と

は
、
単

な

る

「
様
態

(目
o
α
ロ
の)」

で
あ

る

(し

か

し
な

が
ら

、
直

ぐ
後

で
触

れ
る

が
、
デ

カ

ル
ト
は
、
こ

こ

で
た
だ

の

「
様
態

」
と

い
う

言

葉

で
は

な
く

、
「
思
惟

の
様
態

」
と

い
う

限
定

さ

れ
た

言
葉

を
用

い
る

べ
き
だ

っ
た
と

言
え

よ
う

。
と

い
う

の
も
、
こ

こ

で
た
だ

の

「
様

態

」
と

い
う

言
葉

が
使

用

さ
れ

る
と
、
と
も

す

れ

ば

「
事
物

の
様

態

」
と

混

同
す

る
催

れ
が
あ

る
か

ら

で
あ

る
)
。
次

に
、
こ
れ

に
対

し

て
、
ア
リ

ス
ト

テ
レ
ー

ス
流

の

「
運

動

の
数
」
と

し

て
記

述

さ
れ

る
時
間

は
、
一
般

的
な

意
味

で

の
持

続
か

ら

区
別

さ

れ

る
も

の

で
あ

り

、
単

に

「
思

惟

の
様
態

(日
o
身
。。
8
Q。
激
§
ミ
)」
に

過
ぎ

な

い
と

デ
カ

ル

ト
は
語

る
。
そ

し

て
、
あ

ら

ゆ
る
事

物

は
持

続

を
有

し

て

い
る

が
、
わ
れ
わ

れ

は

こ
れ
を
最

も
大
き

く
最

も

均

一
な

持

続

[
11
太
陽

の
運
行

]
と

比

較
す

る

こ
と

に
よ

っ
て
、
時

間

の
概

念
を

得

る

の
で
あ

る

。
だ

か
ら

、
デ
カ

ル
ト

の
時
間

と
持

続

と

は
区

　こ

別

さ
れ

な
け

れ
ば

な

ら
な

い
の
で
あ

る
。
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し

か
し

、
仮

に
時
間

と
持

続
と

の
問

に
概
念

的

な
相

違

が
あ

る

こ
と

は
明

ら

か
だ
と

し
て
も

、
持
続

を

「
事
物

の
様

態

」
と

し

て
理

解

し
て

は
、
デ
カ

ル
ト

の
持
続

を
誤
解

す

る

こ
と

に
も

な
り

か
ね

な

い
と
思

わ

れ
る
。
つ
ま
り

、
「
事
物

の
様

態
」
と

「
思
惟

の
様

態
」
と

を

並

べ
て

み
る
と

、
い
か

に
も

対
庶

的

に
見
え

る

が
、
実
情

は

そ

ん

な
単

純

な
構

図

に
は
な

っ
て

い
な

い
の
で
あ

る
。
と

い
う

の
も

、
デ

カ

ル
ト

に

よ
れ
ば

、
持
続

は

、
「
様

能
心
(日
o
仏
ロ
。。)」

で
あ

る

(<
日

」
「

P
ひ
㌔

、
.い
絵

)
ば

か
り

か
、
事

物

の

「
変
様

(葺

。
&

o
)」
(<
目

山
-N
P
・

等

・一-お

)、

「
性

質

(虐

島

冨
ω
)」

(≦

H
7
一
b
ω
"
等

●H-お

)、

「
属

性

(P
需
円
一σ
口
【9
日
)」
(≦

H=

-P
α
㌔

、
.り
い
ひ
)
で
も
あ

る
か

ら

で
あ

る
。

も

ち

ろ
ん

、
五
五
節

の
記

述
か

ら
、
持
続

を

「
事

物

の
様
態

」
と

誤

読
す

る

こ
と

は
あ
り

得

よ
う

が

、
も
う

少

し
注
意

深
く
考

察

し

て

み
る
と

、
こ

の
節

の
デ
カ

ル
ト

の
持

続

は
、
様

態

は
様

態

で
も

、
事

物

そ

の
も

の

の
本
来

的
な

様
態

で
は
な

く

て
、

「
そ
れ

に
よ

っ
て
、

も

ヘ

へ

も

ヘ

ヘ

ヘ

へ

わ

れ

わ

れ

が

当

の

事

物

を

心

に
描

く

と

こ

ろ

の
様

態

(日
。
曾

。・b

&

ρ
ロ
o
。
薯

亀
慧

ミ
塁

お
目

巨

国
目
)
(<
H巨
-
一-
P
ひ
)
」

で

あ

る

の
だ

か

ら

、

ヘ

へ

も

事
物

の
様

態

で
は
な

く

て
、
む
し

ろ
思
惟

の
様

態
と

し

て
受

け

取
ら

な

け

れ
ば

な
ら

な

い
。
こ

の
こ
と

に
留

意

し
な

い
と
、
デ

カ

ル
ト

の

様

態

の
議

論
を
理
解

し
損
な
う

羽
目

に
陥

る
か
も
知

れ
な

い
の
で
あ

へ

も

へ

あ

も

る
。
何

故

な
ら

ば
、
五

五
節

の
小
題

が
、
「
ま

た

、
い
か

に
し

て
、
持

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

続

、
順
序

、
数

は
、
判
明

に
理
解

さ

れ
る

の
か

(◎
§

ミ
。
§

住
嘆
該

ρ

o
a
ρ

同皆
臣
o
凄
。。
〇
二
曽
ヨ

島
。。
ユ
旨
9
0
ミ
需
ミ
題

ミ
ミ

.)
(辱
ミ
.)」
と

あ

る
よ
う

に
、
こ

の
節

が
認

識
論

的
見

地

に
立

っ
て
書

か
れ

て

い
る
こ

と

は
明

ら

か
だ

か
ら

で
あ

る
。

こ
れ

に
対

し

て
、
先

に
引

用

し
た

五
六

節

の

「
そ

し

て
ま
た

、
被

造

物

に
お

い
て
も

、
た
と

え
ば

実
在

し
持
続

す

る
事

物

に
お
け

る
実

在

や
持

続

の
よ
う

に
、
そ
れ
ら

の
事

物

に
お

い

て
決

し

て
多

様

な
あ

り
方
を

し
な

い
も

の
は
、
性
質

と
も

様
態

と

も
言

わ
れ

る
べ
き

で

は

な
く

て
、
属

性

と
言

わ

れ

る
べ
き

な

の

で
あ

る
」
と

い
う

記
述

は
、

存

在

論
的

見
地

に
立

っ
て

い
る
。
す

な

わ
ち

、
デ
カ

ル
ト

は
、
事

物

に
お
け

る
持

続
を

、
本

来
的

に
は
事

物

の
様
態

で
は
な
く

て
属
性

と

し

て
捉
え

て

い
る

の
で
あ

る
。

ま

た
、
書

簡
①

に

お
け

る
、
小

論

の
1
節

の
冒
頭

で
挙

げ
た

記
述

の
後

で
、
デ

カ

ル
ト

は
、
存
在

や
持
続

や
数

な

ど

の

「
あ

ら

ゆ
る
普

遍
的

な

も

の

(信
昌
一く
O
目
ω国
一一9
0
旨
日昼
一薗
)」
は

、

固
有

で
あ

る
と

言
わ

れ

る
意

味

で

の
様

態

で
は

な

い
と
主

張

し

て

い
る
。
す

な
わ

ち

、
そ

れ

ら
は

属
性
あ

る

い
は
思

惟

の
様

態

と
呼

ば
れ

る

べ
き

な

の

で
あ

る

。

つ
ま

り

、
デ

カ

ル
ト

に
よ
れ

ば
、
持
続

の
よ
う

な
普

遍

属
性
を

欠

い
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て
は

い
か
な

る
事

物
も
存

在

で
き

な

い
の
で
あ

る
。
す

な

わ
ち

、
持

続

は
物

体
的

実
体

に
も
精

神

的
実

体

に
も

帰

せ

ら
れ

る
共

通

属
性

(存

在

論
的
)

で
あ

り
、
同
時

に
、
あ

ら

ゆ
る
事

物

の
本

質
を

理
解

す

る
上

で

の
思

惟

の
様
態

(認
識

論

的
)

な

の

で
あ

る

。
要

す

る

に
、

こ
こ

で
も

デ
カ

ル
ト

一
流

の
用

語
上

の
細

か

い
区

別
が
付

き

纏

っ
て

い
た

こ
と

が
分

か

る

で
あ

ろ
う

。
も

う

一
度

、
何

が

わ

れ
わ

れ

の
理

解
を

困
難

に
さ
せ

て

い
る

の
か
、
整

理

し

て
み

よ
う

。

①

様

態
、
属
性

、
性

質
な

ど

の
言
葉

が
、
あ

る
実

体

の
内

包

を
表

現
し

て

い
る
と

い
う

、
基

本
的

に
同
じ

役
割

を
共

有

し
な

が
ら

、
微
妙

に
そ

の
意
味

を
異

に
し

て

い
る
場
合

が

あ

る
と

い
う

こ
と

。

②

様

態

と

い
う

言

葉
が

、
存

在
論

的
文

脈

(事

物

そ

の
も

の

の
様

態
)
と

認
識

論
的
文

脈

(
思
惟

の
様

態
)
の
両
方

に

用

い
ら
れ

て

い
る

こ
と
。

③

さ
ら

に
、

こ
れ

は
②

と
密
接

な

関
係
を

持

っ
て

い
る
が
、

「
精

神
的

実
体

に
の
み
帰

せ

ら
れ

る
様
態

」
と

、

「
思

惟

の

様
態

」
と

は

、
別
物

で
あ

る
と

い
う

こ
と

。
す
な

わ
ち

、
前

者

は
存
在

論

的
な

文
脈

に
属

し
、
後

者

は

認
識

論
的

文
脈

に
属

す

る
。

尚

、
デ

カ

ル
ト

は
自

分

で
も

そ

の
こ
と

を
気

に
し
た

の
か

、
書

簡

①

で
は

、
「
こ

の
議

論

が
あ
ま

り

に
も

混
乱

し

て

い
る
な

ら
ば

、
ど

う

ぞ
お

許

し
下

さ

い

(Hく
-ω
い
O
)」

と
釈

明

に
努

め

て

い
る
。

さ

て
、
非

常

に
概

略

的

で
は
あ

る

が
、
わ

れ
わ

れ
は

、
実

体

、
属

性

、
様

態

な
ど

の
用

語
を

あ

る
程

度

把
握

し

た
と

看

倣

し

て
、

次

に
、
「
精
神

の
真
な

る
様

態
と

し

て
の
愛
」
と

は

い
か
な

る
も

の

で

あ

る

の
か

、

の
吟
味

に
移
り

た

い
と

思
う

。

(
b
)
精

神

に

お
け

る
真

な

る
様
態

と

し

て
の
愛

一
部

繰
り

返

し

に
な

る
が
、
も
う

一
度

、
書
簡

①

を
検

討

し

て
み

よ

う
。

デ

カ

ル
ト

は
、

こ
う

語
り

始

め

る
。

「
私

は

、
本
質

と

存
在

と

の
間

の
区

別

に

つ

い
て
私
が

語

っ

た
箇

所

[
11

「
第

五
省

察
」
]
を
忘

れ

ま
し

た
。
し

か
し

な

が

ら
、
私

は
、
本

来
的

に

言
わ

れ

る
意
味

で

の
様
態

と

、
そ

れ

な
し

で

は
、
当

該

の
事

物

が
存

在

で
き

な

い
と

こ
ろ

の

デカル トにおけ る愛の区別 につ いて/46



属

性
と

の
間

の
区
別

、
あ

る

い
は

、
事

物

そ

の
も

の

の
様

態

と

思
惟

の
様

態
と

の
間

の
区

別
を

立

て
ま
す

(
中
略
)
。

そ
う

い
う

わ
け

で
す

か
ら

、
形

や
運
動

は
、
物

体

的
実

体

の
、
本

来

的
な

意
味

で
の
様
態

で
す

。
何

故

な

ら
、

同
じ

物

体

は
、
あ

る
と
き

こ

の
形

で
、
別

の
と
き

別

の
形

で
、
ま

た
、
あ

る
と
き

運
動

を
伴

っ
て
、

別

の
と

き

運
動

を
伴

わ

ず

に
、

存
在

す

る

こ
と
が

で
き

る

一
方

で
、
反

対

に
、

こ

の
形

や

こ
の
運

動
は

、

こ

の
物

体

な
し

で
は
存

在

で
き
な

い
か

ら

で
す
。

ま
た

、
愛

、
憎

し

み
、
肯

定

、
疑

い
な
ど

ば
、
精

神

に
澄
げ

み
真

か

み
様
態

で
か

(Nミ

§

。
、
も
ミ
ミ

'

§

、ミ
ミ
駄P

§

冒
器
瓢
P

ミ
o
.
簑
ミ

竃
篭

ミ
o
織
こ
嵩
ミ
馬
ミ
俺
)
。

し
か

し
、
存

在

、
持

続
、
大

き

さ
、

数
、

そ

し

て
、
あ

ら

ゆ

る
普

遍

的
な

も

の
は
、
私

の
考
え

で
は

、
神

に

お
け

る
、

正

義
、

憐

れ

み
な
ど

と
同

様

に
、
本

来
的

に
言

わ
れ

る
意

味

で
の
様
態

で
は
あ

り
ま

せ

ん
。

そ
う

で
は

な
く

て
、
そ

れ
ら

は
、
も

っ
と
広

い
意

味

の
言
葉

、
す

な

わ

ち
属

性
、
あ

る

い
は

、
思

惟

の
様
態

と

呼
ば

れ
ま

す

。
と

い
う

の
も

、

た

し
か

に
わ

れ
わ

れ
が
事

物

の
本
質

に

つ
い
て
考

え

る
場

合
、

そ

れ
が
存

在
す

る
か

否

か
と

い
う

こ
と

を
捨

象

す

る

か
、

あ

る

い
は
、

そ

れ
を
存

在

す

る
も

の
と
看

倣

し

て

い

ま

す

。
し

か

し
、
事

物

そ

の
も

の
は
、

そ

の
存

在

、
あ

る

い
は

、
そ

の
持

続

、
大

き

さ
な

ど
を

欠

い
て
は
、

わ

れ
わ

れ

の
思
惟

の
外

に
存

在

す

る

こ
と

は

で
き

な

い
か

ら

で
す

(H<
,ω
轟
o◎
～
ゆ
)」
。

臼

こ

の
文

の
要

点

を
抜

き
出

し
て

み
よ
う

。

①

「
本

来
的

な

意
味

で

の
様
態

」
と

「
属
性

」
と

は
区

別

さ

れ
る

。

②

「
事

物

そ

の
も

の

の
様

態

」
と

「
思
惟

の
様
態

」
と

は
区

別
さ

れ

る
。

③

形

や
運
動

は
物

体
的

実
体

の
本
来

的
な

意
味

で

の
様

態

で

あ

る

。

④

愛

や
疑

い
は
精

神
的

実
体

の
真

な
る

[11
本

来
的

な
意

味

で

の
]

様
態

で
あ

る
。

⑤

本

来
的

な

意
味

で

の
様
態

は
、
そ

れ
が

帰
属

す

る
事
物

を

欠

い
て
は

存
在

し

な

い
。

⑥

存

在

や
持

続
な

ど

の
あ

ら

ゆ
る
普

遍
的

な
も

の
は

、
神

に
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お

け

る
正
義

な

ど

の
よ
う

に
、
本

来
的

な
意

味

で

の
様
態

で
は
な

く
、

属
性

、
あ

る

い
は
思
惟

の
様
態

で
あ

る

。

⑦

本
質

は

、
そ
れ

が
帰

属
す

る
事
物

の
存

在

を
捨

象

し

て
も

考
え

る
こ
と

が

で
き

る
が
、
事

物

そ

の
も

の
は

、
存

在

や

持
続

を
欠

い
て

は
、

思
惟

の
外

に
存
在

す

る
こ

と

は

で
き

な

い
。

わ
れ

わ

れ
が

こ
こ

で
問
題

に
す

べ
き

「
様
態

」
、
す
な

わ

ち
事
物

そ

の
も

の
の
様

態
、
さ
ら

に
限
定

し

て
言
え

ば
、
精
神

的

実
体

に

の

み
帰

せ
ら

れ

る
様
態

は
、

精
神

な

し

で
は
存

在

し
な

い
が
、

反
対

に
、
そ
れ

が
帰

属
し

て

い
る
実
体

、
す

な

わ
ち

精
神

は
、
そ

の
よ
う

な

様
態

が

な
く

て
も
存

在
す

る
。
つ
ま

り
、
こ

こ

で
の
愛

は
、
そ

れ

が
な
く

て
も
存

在
す

る
精
神

の
、
あ

る
在
り

方
を

示
し

て

い
る
わ

け

で
あ

る
。
こ
れ

は
、
た
と
え

ば

、
あ

る
花
瓶

が

あ

る
形
を

し

て

い
る

の
と

同
じ

こ
と

で
あ

る
。
花

瓶

の
あ

る
形

は
、
思

惟

の
外

で

は
花
瓶

な

し

に

は
存

在

し
な

い
が

、
花
瓶

自
身

は
あ

る
形

で
な
く

と
も

、
す

な
わ

ち
、

別

の
形

で
、

存
在

す

る

こ
と

が

で
き

る
。

こ

れ

に
対

し

て
、
持

続
を
欠

く
花

瓶

や
精

神
が
存

在
す

る
と

い
う

の
は
矛
盾

だ
か

ら
、

持

続

は
花

瓶

や
精

神

に
共

通

の
属
性

と

い
う

わ

け

で
あ

る

。

尚

、
付

言
し

て
お
く

が
、
こ
こ

で
用

い
ら

れ

て

い
る

「
真

な

る
」
と

い
う

言

葉
は
、
思
惟

の
様

態
と

区

別
さ

れ
た
意

味

で
使
わ

れ
た

言
葉

だ

と

思
わ

れ

る
。
言

い
換

え

れ
ば

、
存

在
論

的

な
文
脈

の
言
葉

で

あ

る
。さ

て
、
書

簡
①

に
お

け

る

「
精
神

に
お
け

る
真

な

る
様
態

と

し

て

の
愛
」
と

い
う

概
念

は
、
あ

る
程

度

理
解

で
き

た
と
思

わ

れ

る
。
そ

こ
で
、
今

度

は
、
「
心

身

合

一
に
由

来

す

る
愛

」

の
吟

味

に
移

り

た

い
と
思

う
。

(
c
)

心

身
合

一
に
由

来

す

る
情

念

と

し
て

の
愛

こ
れ
も

繰
り

返

し

に
な

る
が

、
「
心
身

合

一
に
由
来

す

る
愛

」
が

出

て
く

る
箇

所
を

、
も
う

一
度

検
討

し
て

み
よ
う

。
デ
カ

ル
ト

は
、

実
体

を

二

つ
に
分

か

ち
な

が

ら
、
そ
れ

に
還

元

で
き

な

い
も

の
を
、

つ
ま

り
心
身

合

一
に
由

来

す

る
も

の
を
、
さ
ら

に
三

つ
に
分

け

て

い

る
。

「
し

か
し
、
さ

ら

に
、
そ

の
他

、
わ

れ

わ

れ
は
、
単

に
精

神

だ

け

に
も

、
ま

た
単

に
物

体

だ
け

に
も

帰

せ

る

べ
き

で
は
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な

い
あ

る
種

の
も

の
を

わ

れ

わ

れ

の
内

に
経

験

す

る

が

、

こ

れ
ら

は
適
当

な
場

所

に
示

さ

れ
る
よ
う

に
、
わ

れ

わ

れ

ヘ

ヤ

も

ヘ

ヘ

ヘ

ギ

も

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

も

ヒ

も

へ

も

へ

も

へ

の
精
神

と
身
体

と

の
密
接

で
内
的

な
合

一
に
由

来
す

る
(&

ミ

o
ミ

飾

執ミ
§

9
ミ
恥
ミ
嵩

ミ
ヒ
、
ミ
§

ミ

8

ミ
ミ
恥
§

馬o
ミ

ミ
ミ
岡。
ぎ

§
、ミ
)
も

の
で
あ

る

。
す
な

わ
ち

、
飢
え

や
渇
き

な
ど

の
欲

求

が
そ
う

で
あ

る
。
次

い
で
、
感

情

、

つ
ま
り

心

の
受

動

で
あ

っ
て
、

こ
れ

は
、
単

に
思
惟

の
活

動

だ

け

か

ら
成
り

立

つ
も

の

で
は
な

い
。

た
と
え

ば

、
怒

り

や
喜

び

や
悲

し
み

や
愛

な
ど

へ
向
う

感

情
が

そ
う

で
あ

る
。

そ

し

て
、
最
後

に
、
あ

ら

ゆ
る
感

覚
、
た
と

え

ば
、
苦

痛

、
快

感
、
光
と

色
、
音

、
香

り
、
味

、
熱
、
固
さ

、
そ

の
他

触
覚

的
性

質

の
感
覚

が

そ
う

で
あ

る

(<
一一一
ー一
ーP
い
り
、
、噛HI轟
◎Q
)」
。

整
理

し

て
み
よ
う

。
心

身

合

一
に
由

来
す

る
も

の
は
、

①

「
欲

求

(巷

℃
豊

霧

)」

(飢

え

、

渇

き

、

な

ど

)
。

②

「
感

情

(8

ヨ
ヨ
o
口
o
)」

(怒

り

、
喜

び

、
悲

し

み

、
愛

、
な

ど

)
。

③

「
感

覚

(Q昏ゆ
昌
o昏儲
ロ昏)」

(苦

痛

、

快

感

、

音

、

な

ど

)
。

の
三

つ
に
分

類

さ
れ

る
。
こ

こ
で
は

言
葉

の
意
味

を
正

確

に
同
定

す

る
こ

と
は

で
き

な

い
け

れ
ど

も

、
愛

が
帰

属

す
る

「
感
情

」
と
訳

し

た

《
o
o
目
巳
o
怠
o
》
、
も

し

く

は

「
心

の
受

動
」

と
訳

し

た

倉
巳
巨

嚇

9
0巳
讐
薗
》

は
、

ほ
ぼ

、

フ
ラ

ン

ス
語

の

《窓

ω
。。δ
口
》

と

同

じ
意

味
だ

と
思

わ
れ

る

。
ま

た

、
こ

れ
ら

の
言
葉

を

『
情
念

論

』
の
分

類

に
対

応
さ

せ
れ

ば

、
若

干

の
問

題
が
残

る
か
も

知

れ
な

い
が
、
①

の

欲

求

が

「
内

的

欲
求

(ぞ
ぽ

葺
。・
巨

9

。
霞
。・)」
、
②

の
感

情

が

「
情

念

窟

ωω
δ
諺
)」
、
③

の
感

覚

が

「
外

的
感

覚

(。。窪

。。
o
碁
窪

。
ξ
。。
)」
に
大

体

当

た

る
。
尚
、

『
情
念

論
』

に
お

け

る
最
も

難
解

な

概
念

の

一
つ

で
あ

る

「
内

的
情

動

(α
ヨ
&

o
霧

一三
α
「δ
ξ
ω
)
象

り
衰

O
～
一
・
9
一ミ

)」

に
当

た

る
も

の
は

、

こ
こ

に
は
含

ま

れ

な

い
。

さ

て
、
本

節

の

(
b
)
と

(
c
)
で
、

二

つ
の

一
見

し

て
矛
盾

す

る
愛

の
大

ま
か

な

輪
郭

は
描

け

た
と

思
わ

れ

る

の
で
、
今

度

は

、
そ

の
矛
盾
を

解
消

し
よ
う
と

企

て
る
デ

カ

ル
ト
.の
愛

の
区
別

に
話

頭
を

転
じ

よ
う

。

皿

愛
の
さ
ま
ざ
ま
な
区
別

(
a
)
愛

の
本
質

的

区
別
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デ

カ
ル
ト

は
、
そ

の
晩

年

に
、
エ
リ
ー

ザ

ベ
ト

や
ク
リ

ス

テ
ィ
ー

ナ
が
抱

い
た

問
題
意

識

の
中

へ
導

か

れ

て

い

っ
た

。
彼
女

ら
と

の
交

渉

が
な

か

っ
た
な
ら

ば
、
そ
れ

ら

の
思
索

は
な
さ

れ
な
か

っ
た

か
も

知

れ

な

い
。
事
実

、
デ

カ
ル
ト

は
、
情

念

に

つ
い
て
の
論
考

の
執

筆

に
苦
心

し

て

い
た
頃
、

こ
れ
は

、
「
以
前

に
は
、
ま

っ
た
く

研
究

し

た
こ

と
が

な
か

っ
た

題
材

で
す

」
と
、
こ

の
論
考

の
作

成

へ
と
彼

を

動
機

付

け
た
当

の

エ
リ
ー
ザ

ベ
ト
に
告
白

し

て

い
る

の
で
あ

る
食
く
-

お
メ

ヨ
鋤
=

ひ
ま

)。
困

難
な

思
索
を

要
す

る
も

の
だ

っ
た
と

は
言
え

、

デ
カ

ル
ト

は
、
誠

実

に
か

つ
粘
り

強

く
、
彼

女

が
提

出
し

た
問

題
に

応

答
し

よ
う
と

し

た
。
そ
れ
は
外

部
か

ら

の
触

発

に
促

さ

れ
て

の
思

索

だ

っ
た
が

、
デ
カ

ル
ト
哲

学

の
最
終

目
標

が
知
恵

の
探
求

に
あ

っ

た
と

す
れ

ば
、
そ

の
悼

尾
を

飾

る

に
相

応

し

い
主

題

で
も
あ

っ
た

。

も

っ
と
も

、
ロ
デ

イ

ス

ー
レ
ヴ

ィ

ス
に
よ

れ
鷹

、
こ

の
論
考

は
、
デ

カ

ル
ト
と

エ
リ

ー
ザ

ベ
ト
と

の
文

通
が
き

っ
か
け

で
書

か
れ
た

も

の

で
あ

っ
た
と

し

て
も

、
単

な
る
状

況

が
生

ん
だ
作
品

以
上

の
も

の
だ

そ
う

で
あ

る
。
言

い
換

え

れ
ば
、
デ

カ

ル
ト

の
側

か

ら
し

て
も
、
そ

れ

は
書
か

れ

る

べ
く

機
が

熟
し

て
い
た

の
で
あ

る
。
ま

た
、
ク

リ

ス

テ
ィ
ー
ナ
を
意
識

し
な
が
ら

デ
カ

ル
ト

が
認
め

た
シ

ャ
ニ

ュ
宛

の
書

簡
も

、
偶

然

の
産
物

で
あ

っ
た
と

は
言
え

、
内

容
的

に
は

デ
カ

ル
ト

　
り

哲

学

に
深
く

絡

み
合

っ
て

い
る

の
で
あ

る
。

さ

て
、
手

始

め

に
、
「
デ
カ

ル
ト

は

1
節

で
挙

げ

た
矛
盾

を
ど

の

よ
う

に
解
消

さ
せ

た

の
か
」
を

見

て

ゆ
く

こ
と

に
し
よ
う

。
も

ち

ろ

ん
、

テ
ク

ス
ト

は
、
書

簡
②

(愛

に

つ
い
て

の
手

紙
)

で
あ

る
。

デ
カ

ル
ト

は
、
こ

の
書
簡
②

に
お

い
て
、
彼

と

し

て
は
珍

し
く
古

典

の
教
養

を

ふ

ん
だ

ん
に
織

り
込

み
な

が

ら
、
「愛

⇔
げ
日
o
母
)」

に

つ

い
て
縦

横

に
論

じ

て

い
る

。
と

い
う

の
も

、
こ
の
書
簡

は
、
シ

ャ

ニ
ュ
を
通
じ

て

ス
ウ

ェ
ー
デ

ン
女

王
ク
リ

ス
テ

ィ
ー

ナ
の
提
示
し

た

問

題

に
答

え

る
と

い
う
形

式

を
備
え

て
お
り

、
私
信

と

は
言
え

、
よ

り

公
共
性

の
強

い
性

格
を

帯

び

て

い
る
か
ら

で
あ

る
。
つ
ま
り

、
デ

カ

ル
ト

は
、
普

段

よ
り

も
か

な
り

構
え

て
書

い
て

い
る
節
が
あ

る
。

シ

ャ

ニ
ュ
は

、
す
な

わ
ち

ク

リ

ス
テ

ィ
ー
ナ

は
、
愛

を

巡

っ
て
、

以

下

に
掲
げ

る
三

つ
の
問
題
を

提
出

す

る
。

①

「
愛
と
は
何
か
」
。

②

「単

に
自

然

の
光
だ
け

で
、
わ
れ
わ

れ
に
神

へ
の
愛
を
教
え

る
こ
と

が
で
き
る
か
否
か
」
。

③

「愛

と
憎

し
み
に
関
し

て
言
え
ば
、
ど
ち

ら
の
放

将
と
悪
用

が

一
層
悪

い
か
」
。
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デ
カ

ル
ト

は
、
こ
れ

ら

の
問
題

に
丁

寧

に
答

え

て
ゆ
く

過
程

で
、

そ

の
副
産

物

と

し

て

「
愛

の
区

別

」
を

持
ち

出

し

て
く

る

の
で
あ

る

。
さ
て
、
こ
の
書
簡

は
比
較

的
長
文
な

の
で
、
わ

れ
わ

れ

の
当

面

の
目
的

に
適
う

部
分

だ

け
を
検

討

し

て
ゆ
こ
ヶ

。

デ
カ

ル
ト
は

、
最
初

の
問

い
に
対

し
て
、
愛

の
区

別

を
提

案

し

て

い
る
。「

第

一
の

問

い

に
答

え

る

の

に

、
私

は

、
純

粋

に

知

性

的

な

愛

ま

た

は

理

性

的

な

も

の

で

あ

る

愛

と

、

情

念

で

あ

る

と

こ

ろ

の
愛

を

区

別

し

ま

す

(勺
0
9

臥

℃
o
巳

器

潜
ロ

胃

。
巨

o
『

唱
9
三

こ

o
島
。。
二
お

器

o
巨
『
o
Nざ
ミ
o
ミ

劇
ミ

題

、
、
ミ

恥
ミ
鴨
ミ

艦ミ
魁
貯
o
ミ
鴨
、慰

§

、
ミ
亀

§

黛
ミ
魯

卑

q
魁
貯

喚
ミ

題
ミ

ミ

℃
蟄
や

旨
ミ

し
(一
く
-ひ
O
一
)」
。

そ
し

て
、
知

性
的

愛

の
説
明

を
続

け

る

の
で
あ

る

が
、
そ

の
要
点

を

拾

っ
て
み
よ
う

。

①

何
ら

か

の
善

の
知
覚

(
現

に
あ

る
も

の
、
不

在

の
も

の
を

問
わ

ず
)
。

②

そ

の
善

と
自

ら

が
適
合

す

る

こ
と

の
判
断

。

③

精

神

が
自
ら

の
意

志

に
よ

っ
て
自

己

を

そ
の
善

に
結

合

さ

せ

る

こ
と
。

④

自

己
を

一
部

分
と

し

、
そ

の
善

を

他

の
部

分
と

す

る
よ
う

な
、

一
つ

の
全

体
と

看
倣

す

。

⑤

わ

れ
わ

れ
が

仮

に
身
体

を
持

た

な

い
と

し

て
も

、
理
性

的

[11
知

性

的
]

思
考

と

し

て

の
こ

の
愛

は

精

神

の
内

に
あ

る
。

も

ち

ろ

ん
、

こ

の
よ
う

な

愛
が

書

簡
①

に
現
わ

れ

た
愛

と

同
じ

で
あ

る
か

ど
う

か

は
問
題

で
あ

る
が
、
「
知
性

的

」
と

い
う

言

葉
を

「
精
神

に

固
有

の
」
と

い
う

意

味

で
受

け
取

れ
ば

、
大

き

な
相

違

が

あ

る
と

は

言
え

な

い
だ

ろ
う

。
⑤

が

そ
れ

を
裏

付

け

て

い
る

。
ま

た

、
③

お

よ
び

④

を
重

視

す

る
必

要

が
あ

る
だ

ろ
う

。
と

い
う

の

も

、
①

か
ら
②

ま

で

の
過

程

で
は
、
愛

を

抱

く
動

機
が

問
わ

れ

て
お

ら
ず

、
そ

の
意

味

で
、
後

で
言

及
す

る

「
欲

望

の
愛

」
と

さ
ほ

ど
変

.わ

ら
な

い
か

ら

で
あ

る
。
③

お

よ
び
④

に
至

っ
て
初

め

て
、
「
知

性

的
愛

」
の
本

領

が
発
揮

さ

れ

る
。
つ
ま
り

、
不
安

定
な

身
体

的

要
素

に
左

右

さ

れ
な

い
愛

が

こ

こ

に
形
成

さ

れ

る
わ

け

で
あ

る
。

そ

し
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て
、
も

し

こ

こ

で
説

明

が
途
切

れ

て

い
れ
ば
、

こ

の

「
知

性

的
愛

」

と

「
心

身
合

一
に
由
来

す

る
愛
」
と

の
関
係

が

不
可

解

な
ま

ま

に
留

ま

る
わ

け

で
あ

る
が

、
デ
カ

ル
ト

は
、
小

論

の

1
節

で
述

べ
た
よ

う

に
、
そ

の
間

の
齪
臨

を
解

消
し

よ
う

と
企

て

る
。
つ
ま

り
、
デ

カ

ル

ト

は

、
さ
ら

に
続

け

て
、
こ

の

二

つ
の
愛

は
、
普

通

単
独

で
は
存

在

し
な

い
と
主

張

す

る
の

で
あ
る

。

「
し

か

し
な

が
ら
、
わ

れ
わ

れ
の
精

神

が
身
体

に
結
び

つ

い

て

い
る

間

は

、

こ

の
理

性

的

愛

(o
鳴
こ
恥

犠
ミ
o
ミ

ミ

㍗

も

へ

も

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

も

も

も

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

亀

§
暮

、Q
)
は
、
官

能

的
も

し
く

は
感
覚

的
と

呼

ば

れ
得

る

も
う

一
つ
の
愛

(』ざ
ミ
、
魯
ミ

.§

鳶

ミ

ミ

ミ
ミ
ミ

動
§
養

恥
、貯

o
§

§
勉
ミ
蕊
)
を

通
常
伴

っ
て
お

り
、

こ

の
感
覚

的
愛

は

、

(中

略
)
神
経

の
あ

る
種

の
運

動

に
よ

っ
て
、
精
神

内

に
引

き
起

こ
さ
れ

る
混

雑

し
た
思
考

に
他
な

ら
ず

、

こ
う

い
う

混

雑
し

た
思

考

が
精
神

を
促

し

て
、
理

性
的

愛

が

そ

こ
に

存

す

る
、
か

の
も

っ
と

明
晰

な
思

考

へ
と
向

わ

せ

る

の
で

す

(園く
-ひ
O
P
ゐ
)」
Q

す

な

わ
ち

、
デ
カ

ル
ト

は
、
二
種

の
愛

の
併
存

を

画
策

し
、
先

の

矛

盾

の
解

消
を

図

っ
た

の
で
あ

る
。
こ
れ

は
、
デ

カ

ル
ト

の
、
い
わ

ゆ
る

二
元

論
的

図

式

を
崩

す

契
機

で
あ
り

、

あ

た
か

も

「
心

身

合

一
」
と

い
う

第

三

の
実
体

を

立

て

て

い
る

か

に
見
え

る

。
実

際
、
デ

.

カ

ル
ト

の
哲
学

体
系

を

「
二
元
論

e

轟
ぎ

ヨ
)」

で
は

な
く

「
三

元

　　
　

論

角
目芭

冴
日
)」

で
あ

る

と
看

倣
す

研

究
者

も

い
る

ほ
ど

で
あ

る
。

さ

て
、
そ

の
他

の
愛

の
区
別

に
は

、
ど

ん
な

も

の
が
あ

る

だ

ろ
う

か
。
ま

た
、
そ

れ

ら

の
区
別

相

互

の
関
係

は
ど

う
な

っ
て

い
る

の
だ

ろ
う

か
。
こ
れ

ら
を

吟
味

す

る

こ
と

に
よ

っ
て
、
こ
こ

で
扱

っ
た

愛

の
区

別
は

も

っ
と

十
全

に
理

解

さ
れ

る
だ

ろ
う

。
尚

、
こ

こ

で
検

討

し
た
区

別

こ
そ
、
デ

カ

ル
ト
が
本

質
的

と
呼

ぶ
と

こ

ろ

の
も

の
で
あ

る

こ
と
を

、
改

め

て
断

っ
て
お

く

。

(
b
)
愛

の
そ

の
他

の
区

別

書
簡
②

に
は

、
も
う

一
つ
別

の
愛

の
区
別

が
出

て
く

る
。
「
好

意

の
愛

O
げ
日
o
霞

畠
o
玄
o
昌
く
o
已
碧
o
o
)」
と

、
「
欲

望

の
愛

(厨
営
o
ヨ

島
o

。8

0
ロ
覧
。・o
o
需
o
)」
と

の
区
別

で
あ

る
。
し

か

し
、
デ

カ

ル
ト
は

、
こ

の
区

別
は
愛
と

欲
望
を

雑
駁

に
混
同

し
た
結

果
生
ま

れ
た
区

別
だ
と

批
判

す

る
。
尚

、
こ

の
区

別

は
、
こ

の
書

簡
②

で
は

そ
れ

以
上

問

題

デ カル トにおける愛の区別につ いて/52



に
は
な

ら

な

い
が

、
『情

念

論
』
に
お

い
て
も

論

じ
ら

れ

て

い
る

の

で
、
そ

れ
を
引

用

し

て
み
よ
う

。

「
と

こ

ろ
で
、
普
通

二
種

の
愛

が

区
別

さ
れ

て

い
る

。
そ

の

一
方

は
好
意

の
愛

と
呼

ば

れ

る
。
す
な

わ
ち

、
自

分

の
愛

す

る
も

の
の
た

め
に
善

を
意

志
す

る

こ
と
を

促

す
愛

で
あ

る
。
他

方

は
欲
望

の
愛

と
呼

ば

れ
る

。
す

な
わ

ち
、

自
分

の
愛
す

る
も

の
を

(自

分

に
)
欲

望

さ
せ

る
愛

で
あ

る
。
け

れ

ど
も

、
私

の
考
え

で
は
、

こ

の
区
別

は

た
だ
愛

の
生
む

結

果

に
関

し

て
の
み
な

さ

れ
る
区

別

で
あ

っ
て
、
愛

の
本

質

に
関

し

て
な

さ
れ

る
区
別

で
は

な

い
()(
同1ω
◎o
o◎
り
犠
.◎o
一
)」
。

デ
ガ

ル
ト

が
こ

こ

で
持

ち

出
し

た
区

別

は
、

ス

コ
ラ
哲

学

の
区

別

、
な

か

ん
ず

く

、
ト

マ
ス

・
ア
ク

ィ
ナ

ス
の
次

の
よ
う

な

区
別

を

下
敷

き

に
し

て

い
る
と
思

わ

れ
る
。

「
哲

学

者

[
1ー

ア

リ

ス

ト

テ

レ

ー

ス

]

が

、

『
ニ

コ

マ

コ

ス

倫

理

学

』

第

八

巻

(
=

い
い
げ
ω
一
～
=

い
ひ
層
ω
)
で

述

べ

て

い

る

よ

う

に

、

い
か

な

る

愛

(鋤
昌
同O
円)
で
も

、
友

愛

(口
三

。
三

国
)
と

い
う

特
質

を

備
え

て

い
る
わ

け

で
は
な

く
、

こ

れ
を

備
え

て
い
る

の
は

、
た

と

え
ば

、
好

意

(げ
。
昌
。
〈
。
冨
p
匿

)
を

伴
う

愛
な

の
で
あ

る

。
す

な
わ

ち

、
わ

れ
わ

れ

が
あ

る
人

を
彼

の
た

め

に
善

い
こ
と

を
願

う

よ
う

な
仕
方

で
愛
す

る
と
き

の
ま
う

に
。

こ

れ

に
対

し

て
、

も

し
わ

れ
わ

れ

が
、

当

の

愛

す

る
事

物

の
た

め

に
善

い
こ
と

を

願
う

の

で
は

な

く

、

わ
れ

わ

れ
が

、
酒

、
あ

喝

い
は
馬

、
な

い
し

何

か

こ

の
種

の
も

の
を

愛

す

る
と

言
わ

れ

る
場
合

の
よ
う

に
、

そ

れ

ら

事

物

の
善

そ

の
も

の
を

わ

れ
わ

れ

の
た

め

に
欲

し
た

な
ら

ば
、

そ

れ
は

友
愛

の
愛

で
は
な

く
、

何

ら
か

の
欲

望

の
愛

　　
　

(薗
ヨ
o
H
o
8

0
ξ

駐
8

見

宙

)
で
あ

る

」
。

こ

の
よ
う

な

ト

マ
ス

の
記

述

を
見

る
限

り

、
穏

当

な
主

張

で
あ

　モ
　

り

、
そ
れ

ほ
ど

奇
異

な
感

じ

を
与

え
な

い
。
し

か
し

、
デ
カ

ル
ト

は

こ
の
区

別
に
重

き
を

置

か
な

か

っ
た
わ

け
だ

か
ら
、
そ

の
理
由

を
考

え

て

み

る
必

要

が
あ

る
だ

ろ
う

。

デ
カ

ル
ト

は
、
「
愛

の
結

果
」
を

「
愛

の
本
質
」
と

は

看
倣

さ
な

い
。
普

通

、
愛

す

る
対

象

の
た

め

に
善

を

意
志

す

る

「
好

意

の
愛

」

と

、
愛

す

る
対

象
を

欲

望
す

る

「
欲

望

の
愛
」
と

が

区
別

さ
れ

る
。
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し

か
し

、
デ
カ

ル
ト

に
よ
れ

ば
、
こ

の
区
別

は
、
愛

の
結
果

に
関

す

る

区
別

で
あ

っ
て
、
愛

の
本
質

に
は
関
係

が

な

い

の
で
あ

る
。
現

に

愛

し

て

い
れ
ば

、
当
然

の
結

果
と

し

て

「
好
意

の
愛
」
は
育

ま

れ

る

し

、
他
方

に
お

い
て
、
愛

の
対

象
を

、
意

志

に
よ

る
以
外

の
仕
方

で

　ム

所
有

し

た
り
関

係
す

る
こ
と

が
善

で
あ

る
と
判

断
す

る
と
き

に
は
、

そ

の
当

然

の
結
果

と

し
て

「
欲

望

の
愛
」
が
生

ま

れ

る

の
で
あ

る
。

し

か
し

、
ど

ち
ら

も
愛

の
本

質
と

は
無

関
係

で
あ

る

。
さ

ら
に

、
愛

の
本
質

で
あ

る

「
意

志

に
よ

る
統

合
」
と

は
、

「
所

有
」

の
観
点

と

も

無
縁

の
次

元

の
事

柄

な

の
で
あ

る
。

つ
ま
り

、
「
あ

の
美

貌
が

気

に
入

っ
て

い
る
か

ら
、
あ

の
女

性
を

愛

し

て

い
る

」
と

い
う

、
い
わ

ゆ
る

「
対

象

の
価
値

を

問
題

に
す

る
愛
」
は
、
本
質

的

な
要

素
を

構

成

し
な

い
愛

で
あ

る
。
と

い
う

の
も
、
も
と

も
と

こ
の
愛

は
、
対

象

と

統
合
し

て

一
つ
の
全

体
を
形
成

し
よ
う
と

す
る
意

志
か
ら
生

じ
た

愛

で
は
な

い
の
で
、
言

い
換
え

れ
ば

、
欲

望

に

よ

っ
て
生

じ
た
愛

な

の

で
、
「
美

貌
」
と

い
う

価
値

が

な
く

な
れ
ば

、
お

そ
ら
く

所
有

を

厭

う

よ
う

に
な

る
か

ら
で
あ

る
。
こ
れ

に
対

し

て
、
「
別

に
理
由

は

な

い
け

れ

ど
も

息
子

だ

か
ら
愛

し
て

い
る
」

と

い
う

、

い
わ

ゆ
る

「
対
象

の
価

値
を

改

め

て
問

題

に
し
な

い
愛
」
は

、
基

本
的

に
は
対
・

象

の
価
値

を

予
め
判

断
し

て
愛

し

た
わ
け

で
は

な

い
か
ら

、
極
論

す

れ
ば

、
ど

ん
な

息

子

に
成

り

果

て

て
も

、
そ

の
愛

は
消
え

な

い
と

い

う

わ

け

で
あ

る
。
し

た

が

っ
て
、
そ

の
対
象

の
価

値

に
左
右

さ
れ

な

ハ　
　

い
愛

も

存

在
す

る

の

で
あ

る
。
換

言
す

れ
ば

、
対

象

の
所
有

を

愛
す

る
こ
と

と
、
対

象

そ

の
も

の
を
愛
す

る
こ
と
と

は
別

の
次

元

の
こ
と

な

の
で
あ

る

。

他

方

、
デ

カ

ル
ト

は
、
功
名

心

盛

ん
な
者

が
名

誉

に
対

し

て
持

つ

情

念

、
貧

欲
な

者

が
金
銭

に
対

し

て
持

つ
情

念

、
乱
暴

者

が
犯

そ
う

と

す

る
女
性

に
対

し

て
持

つ
情

念

、
よ
き

父

が
そ

の
子
供

た
ち

に
対

し
て
持

つ
情

念
を

、
そ
れ
ら

が
外
見

上
非

常

に
異
な

っ
て

い
る
に
も

か
か
わ

ら
ず

、
あ

る
意

味

で
愛

を
分

有

し

て
い
る
点

で
相
似

て

い
る

と
看

倣

し

て

い
る

の
で
あ

る

。

と

こ
ろ

で
、

最

後

の
例
を

見

て

み
る

と
、

所
有

の
観
点

に
お

い

て
、
そ

の
他

の
例
と

異

な

っ
て

い
る
こ
と

が
分

か

る

で
あ

ろ
う

。
よ

き

父

は
、
息

子

を
改

め

て
所

有
す

る
必

要

が
な

い
か

ら

で
あ

る
。
こ

こ

に
、
「
第

二

の
自
己

」
と

い
う

概
念

が
出

て
く

る

。
引

用

し

て
み

よ
・つ
。「

よ
き

父
が

、
そ

の
子
供

た
ち

に
対

し

て
も

つ
愛

は
極

め

て

純
粋

で
あ

っ
て
、
子

供

た
ち

か
ら

何
も

の

か
を
得

よ
う

と
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す

る
欲
望

を
も

つ
の
で

は
な
く

、
す

で

に
子
供

た

ち
を

所

有

し
て

い
る

の
と

は
違

っ
た
仕

方

で
彼
ら

を
所

有

し

よ
う

と
か

、
す

で
に
子
供

た

ち
と
結

合

し

て

い
る
以

上

に
密

接

に
結

合
し

よ
う

と
か

求

め
ず
、

子
供

た
ち

を
第

二
の
自

己

(鎚
貸
ミ
、
題

ξ

㍗
ミ
鴨
ミ
馬
)
と
看

倣

し

て
、
彼

ら

の
善

を
自

分

自
身

の
善

と

同
様

に
、
あ

る

い
は

そ
れ

以
上

の
心

遣

い
を

も

っ
て
、

求
め

る
。

何
故

な

ら
、
自

分
と

子
供

た

ち
と

が

一
つ
の
全

体
を
な

し
て

い
て
、
し

か
も
自

分
は

そ

の
よ
り
優

れ
た
部
分

で
は
な

い
と
考

え

る

の
で
、

彼

は
し

ば

し
ば

自

分

の
利

よ
り
も

子
供

た
ち

の
利

の
方

を
重

視

し
、

子
供

た

ち
を
救

う

た
め

に

は
、
自

分

の
命
を

失
う

こ
と

を

も
意

に

介

さ
な

い

の
で
あ

る

()(
Hーω
◎Q
O
"
9
。◎◎
N
)」
。

こ

れ
に
紳

士
た

ち

の
友
人

に
対

し

て
抱

く

「愛

(po
hhO
O
一一〇
昌
)」
が

準
じ

る
が
、
父

の
愛

よ
り

は
完
全

で
は
な

い
と

デ

カ
ル
ト

は
付

け
加

え

て

い
る
。
デ
カ

ル
ト

に
は
血

の
絆

に

つ
い
て
の
確

信
が
あ

っ
た

の

　
　
ハ
こ

だ

ろ
う
。

さ

て
、
他

の
区

別

の
検

討

に
入

る
前

に
、
改

め

て
、
デ

カ

ル
ト

の

愛

に

つ
い
て

の
基

本
的

な
考

え
を

確
認

し

て
お

こ
う

。

愛

は
、
『
情
念

論

』
で
扱

わ

れ

る
重

要
な

六

つ
の
基

本
情

念

の

一

つ
で
あ

り
、
同
書

で

は
、
こ

の
書
簡

②

に

お
け

る

の
と

同
様

に
、
他

の
情

念

と
共

に
主

題
的

に
論

じ
ら

れ

て

い
る
。

手

始
め

に
、

『情

念

論
』

に

お
け

る
愛

の
定

義

を
見

て
お

こ
う

。

「愛

と

は
、
精
気

の
運
動

に
よ

っ
て
引

き

起

こ
さ
れ

た
魂

の

一
つ
の
情
動

で
あ

っ
て
、
魂

を
促

し

て
、

そ

の
魂

に
適

合

し

て

い
る

よ
う

に
見

え

る
対

象

に
、

意
志

に

よ

っ
て
自

ら

を

結

び

付

け

さ

せ

よ
う

と

す

る
も

の
で

あ

る

(×
7
ω
o。
8

鼻
遣

)」
。

ま

た
、
書

簡
②

に
も
、

愛

の
定

義

が
あ

る

。

「
愛

の
定

義

と

し

て

私

が
知

つ
て

い
る

の
は

、
わ

れ

わ

れ

を

、
意

志

に
よ

っ
て
あ

る
対

象

に
結

び
付

け

さ
せ

る

一
つ

の
情

念

で

あ

る

、

と

い
う

こ
と

以

外

に

は

な

い

(
H
<
-

ひ
=
)」
。

こ
の
定
義

は
、
『情

念
論

』
の
定
義

を
簡

略

化

し
た
趣

が
あ

る
が

、
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「
意

志
的

に
自

ら
を

あ

る
対
象

に
結

び
付

け

る
も

の
」
と

い
う
点

で

は
、
二

つ

の
定
義

は

共
通

し

て

い
る
。
上

で
述

べ

た
よ
う

に
、
愛

の

本
質

を
構

成
し

て

い
る
も

の
は
、
「意

志

に

よ
る
統

合

」
な

の
で
あ

る
。こ

の
よ
う

に
、
愛

は

デ
カ

ル
ト

に
と

っ
て
重

要
な

概
念

だ

っ
た

が
、
そ
れ

を

一
義

的

に
捉

え

て

い
る
わ
け

で
は

な

い
。
事

実
、
今
ま

で
見

て
き

た
よ
う

に
、
デ
カ

ル
ト
は

、
書
簡

②

の
中

で
、
愛

を
巡

る

二

つ
の
異

な

る
区
別

に
触

れ

て

い
る
し
、
『
情
念

論

』
に
お

い
て
も

同
様

の
区

別

に
言
及

し

て

い
る
。
そ

し

て
、
一
方

の
区

別
を
愛

の
本

質

に
関
わ

る
も

の
で
あ

る
と
看

倣
し
、
他
方

の
区
別

を
愛

の
生

む
結

果

に
関
す

る
も

の
で
あ

る
と

定

め

て

い
る

穣

H-ω
◎。
◎。
為

.。。
一)
。
わ

れ

わ
れ

が
上

で
挙

げ

た
矛
盾

を
解

消
す

る
も

の
に
擬

し
た

区
別

は
、
こ

の
内

の
前

者

の
区

別

で
あ

る
。

さ
ら

に
、

デ

カ

ル
ト

の
語

る
愛

に

は
、
そ

の
対

象

に
よ

っ
て
異

な
る
名
称

を
用

い
て

い
る
三

つ

の
相

が

あ
り

、
こ
れ
も

一
種

の
愛

の
区

別

(第

三

の
区

別
)
で
あ

る

と
言
え

る
だ

ろ
う

し

象

一-ω
。。
り
も

ど
9
.。。
い
)、
こ

の
他

に
も
愛

の
派

生
的

情

念

を
問

題

に
し
た

別

の
区
別

が
あ

る
。
こ
れ

ら

の
区
別

は
、
た

し
か

に

非
常

に
煩
環

な
も

の
で
あ
る

が
、
デ
カ

ル
ト
が
愛

の
多

様
な

あ
り
方

..

を
十

分

に
意
識

し

て

い
た
証
左

で
も

あ

る
。

さ

て
、
そ

れ
で

は
、
も
う

一
つ
の
区
別

(第

三

の
区

別
)
と

は

一

体

ど
う

い
う

も

の
な

の
だ

ろ
う

か
。
そ

れ

は
、
自

己
と

愛

す

る
対
象

と

の
間

の
関
係

に

お
け

る
区

別

で
あ

る
。
そ

こ
に

は
、
予
め

、
そ

の

対

象

へ
の
評

価

が
加

え

ら

れ
る
。
そ
し

て
、
自
分

よ
り

も

低

い
と

評

価

す

る
も

の

へ
の
愛

が

、
「
情

愛

(鑑
ho
。
ま

昌
)」
、
自
分

と

同
等

と

評

価

す

る
も

の
裁

の
愛

が

「
友
愛

(自。
巳
三
α
匡
、
自

分

よ
り

も

高

い
と

評

価

す

る
も

の

へ
の
愛

が

「
献

身

(象

く
o
ま

昌
と

と

呼
ば

れ

る

の

で
あ

る
。
尚

、

一
連

の
用

語
法

に

は
、
若

干

の
揺

ら
ぎ

が
あ

り

そ
う

で
あ

る
。
と

い
う

の
も
、
デ

カ

ル
ト
は

、
先

に
挙

げ
た

紳
士

の
友
人

に
対

す

る
愛

に
関

し

て

は
、

谷
巨

ま

》

で
は
な

く

《
薗
hhO
O
一一〇
昌
》

を

用

い
て

い
る
か

ら

で
あ

る

。

と

こ

ろ

で
、
こ

の
区

別

に
お

い
て
、
特

に

「
友
愛

」
は
、
デ
カ

ル

　
ニ

　

ト

の

「
高
適

(αq
瓜
昌
警
o
。。ま

)」

へ
と

繋

が
る

。
何
故

な

ら

、
高

適

の

精
神

を
持

っ
て

い
る
人

な
ら
誰

で
あ

れ
、
対
象

の
不
完

全

ざ

に
対

し

て
、
友
愛

の
富

全
ぎ

を

示
す

こ
と

が

で
き

る
か

ら

で
あ

る
象

一山
O
ρ

9
。。
ω
)。

そ

の
愛

の
対

象

が
、
完

全

な

る
神

に
関

す

る
文

脈

で
は
あ

る

が

、

「
愛

の
真

の
対

象

は

完

全

性

で

あ

る

(
一
く
-
N
O
一
曽

鮮

属
房

替
2
戸
一い
器
覧
①
日
訂
o
一総

い
)」
と

も
言

わ

れ
る

こ
と

が
あ

る

の

で
、
高
適

な

人

の
友

愛

の
意
味

は
大

き
な

も

の
と
言

わ
な

け

れ
ば
な
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ら

な

い
だ

ろ
う

。
何

故

な
ら

、
不
完

全

な
も

の

に
さ
え
愛

を

感
じ

る

こ
と

こ

そ
、
高

適

の
核
心

だ

か
ら

で
あ

る
。
と

に

か
く

、
こ

の
よ
う

な

デ
カ

ル
ト

に
よ

る

「
友
愛

」
の
重

視

は
、
ロ
デ

ィ
ス

ー
レ

ヴ

イ
ス

　
　
ニ

　

に
よ

れ
ば
、
敵
対
者

に
対

す

る
不
寛
容

な
攻

撃
を
戒

め

る
キ

リ

ス
ト

教
的

な
愛

に
関
係

し

て

い
る
由

で
あ

る

。
事

実
、

あ

る
書

簡

の
中

で
、
「
友

人

の
身

に
起

こ

っ
た

あ

る
悪

の
た

め
に
、
わ
れ

わ

れ
が
悲

し
む

場
合

、
(中
略

)
そ

の
悲

し
み

や
苦
痛

は
、
よ

い
行

為

、
特

に
、

自

分

自
身

と

の
関

係
を

離

れ
た
、

他

人

に
対

す

る
純

粋

な
愛

(§

偽

ミ

ミ

§

ミ

薯

℃
o
ミ

貸
ミ
、ミ
)
か

ら

、

す

な

わ

ち

慈

悲

(o
》
ミ

激
へ
)
と

呼

ば

れ
る
キ
リ

ス
ト
教
的
徳

か
ら
生
ま

れ
る
行
為

に
常

に
伴
う

内
的

満
足

ほ
ど

に

は
、

大
き

く

は
あ

り

得
な

い
の

で
す

(宅

-ω
O
。。
も

缶

匹
冴
魯

0
9
.
ひ
o
。
δ
鐸
o
一
ひ
轟
い
)
」
と

デ

カ

ル
ト
は

述

べ

て
い
る

し
、

ま
た

、
別

の
あ

る
書

簡

で
は

、
「
人
生

の
主

た

る
幸

福

は
、
あ

る
何

人

か

の
人

々
に
友
愛

を
抱

く

こ
と

で
す

」
と
も

語

っ
て

い
る
(<
-い
。。
》

酵
Ω
茜
霞

計
ひ
」
ロ
貯

一ひ
ミ

)
。
自

己
保
存

だ

け
が

人
生

の
目
的

で
は
な

い
。
も

し
そ
う

な
ら
ば

、

人
生

は

そ
れ

こ
そ

最
大

の
茶

番

劇

で
あ

　　こ

り
、
壮

大

な
無

駄
と

い
う

こ
と

に
な

る
だ

ろ
う

。

　
　
　

り

さ

て
、
情
愛

と
献

身

に

つ

い
て
の
考
察

が
残

る

が
、
事
柄

が

一
層

錯
綜

す

る
こ
と

を
避

け

る
た

め
に
、

「
愛
好

(助
。q
臥
日
o
邑

」
、

「
好

意

(匿
く
o
母
)」
、

「
感

謝

(器
8

目

巴
。。。。
碧

8

)」

な

ど

の

、
愛

の
派

生

的

情

念

な

ど

と

と

も

に

割

愛

し

、

後

日

の
論

考

に

期

し

た

い

。

(
c
)
愛

を

区

別
す

る

こ
と

の
意

義

さ

て
、
デ

カ

ル
ト

は
さ
ま

ざ
ま

に
愛

を

区
別
し

た

。

一
つ
に

は
、

ト

マ
ス
に
代
表

さ
れ

る
ス

コ
ラ
哲
学

の
区
別

が
気

に
入

ら
な
か

っ
た

か
ら

で
あ

ろ
う

。

そ

れ

に

つ

い
て
は
上

で
述

べ
た

。
も
う

一
つ
に

、
は
、

二
元
論
だ

け

で
は
割

り

切
れ

な

い
領
域

が

あ

る
こ

と
を

、

エ

リ
ー
ザ

ベ
ト
と

の
遣

取
り

の
中
か

ら
十
分

に
見

出
し
た

か
ら

で
あ

ろ

う

。
あ

る

い
は

、
父
や
娘

の
死
な
ど

の
、
実
人

生

の
経
験

そ

の
も

の

が
、
情

念

の
問

題

へ
と
赴

い
た
動
機

の

一
つ
だ

つ
た

の
で
あ

ろ
う

。

そ
し

て
、
デ
カ

ル
ト

の
愛

の
区

別

に
何
か

一
本

の
筋

が
あ

る
と

す

れ

ば

、
二
元
論
を

維
持

し

な

が
ら
、
さ

ら

に

「
心
身

合

一
」
と

い
う
新

し

い
領
域

を
設

け
、
そ

れ
ら

に
折
り
合

い
を

つ
け

た
こ
と

で

は
な

い

だ

ろ
う

か

。
愛

は
、
そ

の
橋

渡

し
と

し

て
、
き

わ
め

て
重

要
な

概
念

で
あ
り

、
実

生
活

に

お

い
て
も
大

切

な
情

念
だ

っ
た

。
言

い
換

え

れ

ば

、
知

性
的

愛
を

説
く

こ
と

で
、
精
神

の
身

体

か
ら

の
独

立
を

改

め

て
宣
言

し

、
情

念
と

し

て

の
愛
を

適

切

に
分

類
す

る

こ
と

に

よ

っ
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て
、
実

践

的
哲
学

に
寄

与

し
よ
う

と

し
た

の

で
あ

る
。
こ
れ

ら

の
区

別

こ

そ
、
ま

さ

に
愛

の
本
質

的

区
別

な

の
で
あ

る
。
何

故

な
ら

、
自

覚
的

に

二

つ
の
愛

を

区
別
し

て
、
そ
れ
ら

の
調
和

を

図

る
こ
と

が
重

要
だ

っ
た
か
ら

で
あ

る
。
苦

心

の
産
物

で
あ

る
物

心

二
元

論

の
体

系

に
、
自

ら
揺

さ

ぶ
り

を

か
け

て
ま

で
心
身

合

一
を
説

い
た

の
は
、
単

な

る
事

柄

へ
の
妥
協

か

ら

で
は
な

か

っ
た
。
む

し

ろ
、

一
種

の
思
索

の
誠

実

を
背
景

に

し
た
も

の
で
は
な

か

っ
た

か
。
論

者

は
、
デ

カ

ル

ハ
　
　

　

ト
を

「
区
別

の
哲
学

者
」
と
呼

ん

で
、
そ

の
煩

頒
な

体
系

を

前

に
し

て
意

気

沮
喪
す

る

こ
と
も

あ

る
が
、
そ

の
煩
碩

を
越

え

る
何

か

が
、

逆

に
勇
気

を
与

え

て
く

れ
る

の

で
あ

る

。

W

自
己
と
他
者

こ

の
最
後

の
節

で
は
、

先
程

少

し
だ

け
言

及

し
た

「
第

二

の
自

つ

　
　

己
」
を
通

し

て
自
己

と
他
者

の
問

題
を

検
討

し
、
小

論

の
纏

め
と
し

た

い
。

さ

て
、
愛

と
は
、
自

己

と
他
者

と
を

一
つ
の
全
体

と
看

倣

し

て
、

意
志

に
よ

る
両
者

の
統

合

を
図

る
こ
と

で
あ

っ
た
。

言

い
換

え

れ

ば
、
他
者

の
中

に
自

己
を

見
出

す

こ
と

で
あ

る
。
し
た

が

っ
て
、
愛

「

の
基

本

は
自
己

愛
と

い
う

こ
と

に
な
る

。愛

と

い
う

情
念

の
起

原

を

探

れ
ば

、
こ
の

こ
と

は
了

解

さ
れ

る
だ

ろ
う

。
す

な
わ

ち

、
デ
カ

ル

ト

に
よ

れ
ば
、
精
神

が
身

体

に
結

び
付
け

ら

れ
た
初

期

、
自

分

に
好

適

な
養

分
を

愛

し
た

こ
と

が
契

機
と

な

っ
て
、
愛

の
情

念

が
生

じ
た

の

で
あ

る

象

い
轟
0
8

犠
」
O
q
)
Q

そ

こ
か

ら
、
次

の
よ

う

な
解
釈

が
生

ま

れ

る
。
そ

れ

は
、
「
誰

か

を

愛

す

る
と
は

、
そ
れ

ゆ
え

、
い
か

な

る
点

で
も

そ

の
人

の
人
物

を

食

い
荒

ら
す

こ
と

な
く

、
そ

の
人

の
力
を

比

喩
的

に
消
化

す

る

こ
と

で
あ

る

(≧

日
o
円
ρ
ロ
¢
5
g
ゴ
戸

o
.o
。。
一
岱
o
目
P
鶏
昌
ω
国
げ
。。
o
円げ
o
目
9

ユ
o
昌

。。
O
℃
巽
。。O
弓

O
》
ミ
QQ
無
ミ

ミ
へ
、§

}
ミ
君
器
ミ
馬
ミ

隷

、
ミ
旨
§

Oε

」
、

と

　
　
セ

　
　

い
う
解

釈

で
あ

る
。
こ

こ

で
言
わ

れ

る
消
化

を

「
自

己
化

」
と
読

み

替

え

れ
ば

、
こ

こ

で
表

現

さ
れ

て

い
る
愛

は
、
自

己

へ
と

他
者

を

取

り

込

み
、
他

者
と

一
体
化

す

る

こ
と
を

意
味

す

る

こ
と

に
な

る

。
し

か

し
、
こ

の
点

か

ら

の
み
愛
を

観

る
と
自

己
中

心
的

な
愛

だ

け
が

浮

か

び
上
が

り
、
献
身

の
よ
う

な
他
己

中
心

的
な
愛

が
看

過

さ

れ
る

こ

と

に

な
り
、
ま

た

そ
れ

と
同
時

に
、
愛

に

お
け

る
相

互
的

な

観
点

も

見
落

と

す

こ
と

に
な

る
の

で
は
な

い
だ

ろ
う

か

。
何
故

な

ら

、
消

化

さ

れ
る

の
が
自

分

の
方

だ
け

で
あ

っ
て
も

愛

は
成

立
す

る
し

(献
身

の
場

合

V
、
消
化

し

消

化
さ

れ

る
愛
と

い
う

の
も

十

分

に
あ

り
得

る
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か
ら

で
あ

る

(友

愛

の
場
合

)
。

ま

た
、

デ
カ

ル
ト

は
、
「
第

二

の
自

己
」
と

い
う

表

現
を

、
父
親

の
子
供

た
ち

に
対
す

る
愛
だ

け

に
用

い
て

い
る
の

で
は
な

く
、
上

で

割
愛

し
た

「
愛
好

」
を

説
明

す

る
際

に
も

、
こ

の
表
現

を

用

い

て
い

る
。デ

カ

ル
ト

に
よ

れ
ば
、
愛

好
か

ら
生

じ

る
欲
望

の
内

、
最

も
重

要

な
も

の
は
異

性

へ
の
愛

で
あ

る
。
そ
れ

は
、
自

分

が

一
つ
の
全

体

の

半

分

で
あ

る
と
思
う

こ
と

か

ら
始
ま

り

、
異
性

の

一
人

の
人
間

が
、

他

の
半
分
を
占

め
な
け

れ
ば
な
ら
な

い
と

い
う
自

覚

に
至

る
こ
と

で

あ

る

穣
H
-ω
8

.
a
b
O
)。
す
な

わ
ち

、

一
般

に

「
恋

」

と
呼

ば

れ

る

第

二

の
自

己

を
求

め

る
傾

向

で
あ
り

、
「
自
分

が
対

象

を
愛

し

て

い

る
」

と

い
う

自
覚

と
と

も

に
、

「
自

分

が
対
象

に
愛

さ
れ

て

い
る
」

と

い
う

確

信
が
必

要

で
あ
り
、
父
親

の
子
供

た
ち

に
対

す

る
愛

よ
り

も

不
安

定
な
愛

で
あ
る

。
と

い
う

の
も

、
父
親

は
、
基

本
的

に

は
、

子
供

か

ら

の
お
返

し

の
愛

を
求

め

て

い
な

い
か

ら

で
あ

る

。
そ

し

て
、

恋

の
よ
う

な
場

合

は
も
ち

ろ
ん

の
こ
と

、
大

概

の
愛

に
お

い

て
、
「
自

分

が
対
象

に
愛

さ
れ

て

い
る
」
と

い
う

確

信
が

な

け
れ
ば

、

そ

の
愛

は
仮

に
成

立
し

て
も
永

続
す

る

こ
と

は

な

い
だ

ろ
う

。
つ
ま

り
、
愛
し

か

つ
愛

さ

れ
て

い
る
と

い
う

関
係

自
体

へ
の
さ

ら
な

る
愛

も
必

要

な

の
で
あ

る

。
け
だ

し

、
肉

親
以

外

に
、
対

象

か
ら

自
分

が

愛

さ

れ
る

こ
と

が
問
題

と
は

な
ら
な

い
存

在

で
あ
る
第

二

の
自

己
を

見

出
す

た

め
に

は
、
自

己
と

他
者

と

の
稀
な

る
遅

遁
を

必
要

と
す

る

　
　
　

　

の

で
あ

る
。

デ

カ

ル
ト
は

、
愛

に
お

い
て
、
自
己

が

他
者

を
消

化
す

る
だ

け

の

関
係

で
も

な
け

れ
ば
、
自

己

が
他

者

に
消
化

さ

れ
る
だ

け

の
関
係

で

も

な

い
、
消
化

し

消
化

さ

れ
る

関
係

を
待

望

し

て

い
る
の

で
あ

る
。

も

し

そ

の
よ
う

な

関
俵
が

成

立
す

れ
ば

、
そ

の
と
き

初

め

て
、
友

愛

に
よ

る
自
己
と

他

者
と

の
正

当
な

一
体

化

が
自

覚

さ
れ

、
友
愛

の
真

ハ
　　
　

の
効

用
が

顕
現

す

る

の
で
あ

る
。

デ

カ

ル
ト
は
愛

を

さ
ま

ざ

ま

に
区
別

し

た
。.そ

れ
は

、
先
程

述

べ

た

よ
う

に
、
一
つ
に
は

、
ト

マ
ス
に
代

表

さ
れ

る

ス

コ
ラ
哲
学

に

お

け

る
情

念

の
分

類
を

批

判
す

る

た
め
だ

つ
た
。
ま
た

、

一
つ
に

は
、

物

体
的

実
体
と

精
神

的

実
体

と

の
二

つ

の
被
造

実
体

を

、
並

列
的

に

立

て
る
デ

カ
ル
ト

の
根

本
的
枠

組

に
合

わ
せ

る
た

め

で
も
あ

っ
た

。

さ
ら

に
ま

た
、
そ

の
よ
う

な
心

身

分
離

の
領

域

と
と

も

に
、
心

身

合

一
の
領

域
も
見

落

と
す

わ
け

に
は

い
か

な
か

っ
た

の

で
あ
る

。
そ

れ

ゆ
え

、
上

で
見

た

よ
う

に
、
か
な

り

の
煩
項

を

招

い
た
と

は

言
え

、

愛

は

さ
ま
ざ
ま

に
区
別

さ
れ

な
け

れ
ば

な
ら

な
か

つ
た

の
で
あ

る

。
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そ

し
て
、

情
念

を

デ

カ

ル
ト
な

り

に
整

理
分

類
す

る

こ
と

に
よ

つ

て
、
理
性

に
よ

っ
て

そ
れ
を
よ

り
統
御

可
能

な
も

の

に
し

よ
う
と

企

て
た

の
で
あ
る

。
統
御

の
対
象

で
あ

る
情
念

の
全
体

像

は
も
ち

ろ

ん

の
こ
と
、
そ

の
細

部

同
士

の
相

互

関
係
が

は

っ
き

り

し
て

い
れ
ば

い

る
ほ
ど

、
そ

れ
を
支

配
す

る
こ
と

が
よ
り

容
易

に
な

る
こ
と

は
明

ら

か
だ

か
ら

で
あ

る
。
多

く

の
場
合

、
愛

は
基

本
情

念
と

し

て
、
人

間

の
生

に

不
可

欠

の
も

の
と

し

て
存

在

し

て

い
る
。

そ

の
愛

に

つ

い

て
、
デ

カ

ル
ト
は

い
ろ

い
ろ
深

く
考

え
た

よ
う

で
あ

る
。
あ

れ

ほ
ど

理
性

に
侍

ふ
各

で
あ
り

な
が

ら
、
決

し

て
非

人
情

で
は
な

か

っ
た

デ

カ
ル
ト

の
思
索

は
、
今

日

で
も
豊
か

な
知
恵

を
与
え

て
く

れ

る
源
泉

だ

と

思
わ

れ

る
。
哲
学

に
携

わ

る
者

は
、
そ

の
よ
う

な

人
間

の
根
底

を
な

す
思
索

を

、
日

々
地
道

に
な

し

て

ゆ
く

べ
き

だ
と

愚
考

す
る

。

そ
も

そ
も

、

古
代

ギ

リ

シ

ア

に
お

い
て
、

哲
学

と

い
う

営

み

は

、

「
知

へ
の
愛
」
を
意

味
す

る
も

の
だ

っ
た

の
で
あ

る
。

註

〈了

〉

(
一
)

デ

カ

ル

ト

か

ら

の

引

用

は

、

臼

q
く
知
肉
砺

b
肉

O
題

O
》
沁
『
問
鈎

陰

げ
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。・
窟

『
O
F
と

p
∋

昏
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募
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<
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冨
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⑳
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尚

、
原
則

と
し
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、
本
文

中
に
そ

の
巻

数
を

ロ
ー

マ
数

字

に
よ

っ
て
、
そ

の
頁
数
を

ア
ラ
ビ

ア
数
字

に
よ

っ
て
記
す
。
ま

た
、
必
要

に

応

じ
て
そ

の
表

記
を
改

め
た
箇
所

や
、
引
用
原
文

を
イ

タ
リ

ッ
ク

に
し
た
箇
所

が
あ
る
。

さ
ら

に
、

イ
タ

リ

ッ
ク
体

の
訳
に
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す

べ
て
傍
点
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尚

、

こ
の
書
簡
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O
.
(
「
デ

カ

ル

ト

的

三

元

論

」
、
ジ

ョ
ン

・
コ

ッ

テ

イ

ン

ガ

ム
、
倉

田

隆

訳

、

『
現

代

デ

カ

ル

ト

論

集

H

英

米

編

」
、
デ

カ

ル

ト

研

究

会

編

、

勤

草

書

房

、

一
九

九

六

年

、

所

収

、

一
七

五

～

一
九

八

頁

)
、

参

照

。

尚

、
ロ

デ

イ

ス

ー
レ

ヴ

ィ

ス

は

、
安

易

に

こ

の
よ

う

な

「
第

三

の

実

体

」
を

立

て

る

こ
と

に

反

対

し

て

い

る

。

〈
'
○
.閃
9

軍

冨

惹

。・
層
§

■鼻

ら

.ω
出

'
(訳

書

、

三

七

六

頁

)
。

ま

た

、

ア

ル

キ

エ
も

、
「
心

身

合

一
は

第

三

の
根

源

的

概

念

を

構

成

し

て

い

る

が

、
デ

カ

ル

ト

は

第

三

の

実

体

を

創

出

し

た

わ

け

で
は

な

い
」
と

注

意

し

て

い

る

。

<
.
b
題
o
ミ
鷺
』
臼
ミ

、題

、
ミ
ミ
動
信

ミ
Q
§
勲

8
碁
$

①
冨
σ
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ロ
も

菰
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三
訪

虫

碧

5
0
野

9

島

⑦
『色
貯
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三
ρ

ρ
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O
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『
巳
。
5
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〇
お
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(六

)

の
ρ
↓
7
0
ヨ
霧

〉
ρ
⊆
貯
帥
ロー
ぎ

ミ
負
§

馬
O
譜

§
曽
目
占
押
£
口
b
ω
曜
P
ド

ζ
"
ユ
〇
一芦

一〇
ひN
三

一ρ

(『神
学

大
全
』
第

一
六
冊
、
ト

マ
ス

・
ア
ク
ィ

ナ
ス

著
、
稲
垣

良
典

訳

、
創
文
社

、

一
九

八
七
年

、

=

δ

ー

一
二

一
頁
)
。

(七
)

「ト

マ
ス
に
お
け

る

四ヨ
o「
o
o
コoξ

ぎ

〇三
奮

と

pヨ
o「
9
ヨ
憲
欝
o
の

区
別
」
、
酒
井
潔

、

『中
世
哲

学
研
究

ぐ
男

笥
〉
ω
』

(京
大

中
世
哲

学
研
究

会
)

創

刊
号
、

一
九

八

二
年

、
所
収

、
参

照
。
尚
、
こ

の
論
文

で
は
、

デ
カ
ル
ト

の

ト

マ
ス
批
判

に
反

論
し

て
、
「好

意

の
愛

」
お
よ
び

「欲
望

の
愛
」
を
巡

つ
て
、

「何

[11
誰
]
か
の
た
め

に
欲
す

る
(昌
〇
三
く
巴
。
と

と

「何

か
を
欲

す
る

(黒
』
鼠
血

く
亀
①
)」

と
を
峻

別
す

る
ト

マ
ス
の
区
別

の
意

義
が

論
じ
ら
れ

て
い
る
。

(八
)

愛

と
判
断

に
つ

い
て
は
、
次

の
論
文

に
詳

し

い
。
〈.〉
巳
3
Ω
o
ヨ
9
ざ

.》
ヨ
o
g

oこ

⊆
oq
。ヨ
⑦三

9
①N
O
。
。・8
「け・
。・一己

p昌
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寄

§
馬
き

§

陽竜

ミ
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♪

Z
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o
oδ
σ
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8
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這
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層勺
「⑦
器
舘

C
三
く
o邑

邑
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色
①
「
「碧
8
も
ワ
量

刈～
a

い

(九
)

く■
§

鉢
で
℃
.茸
り
笙

尚
、

こ

の
論
文

で
は
、

モ
リ

エ
ー

ル
の
戯
曲

の

登
場
人
物

(『女

房
学
校

』

の
ア

ニ

ェ
ス
と

『孤
客
』

の
エ
リ
ア

ン
ト
)
を
通

し

て
、
対

象

の
価
値

に
惹

か
れ

て
愛

す
る

の
で
は
な
く
、
現

に
愛

し

て

い
る
か

ら
対
象

に
は
価
値

が
あ

る
の

で
あ

る

(俗
に
言
わ

れ

る

「痘

痕
も
番

」)
、
と

い

う

愛

の

一
側
面
が

論
じ
ら

れ

て
い
る
。
か

つ
て

「斜
視

の
少
女

を
愛

し
た
」
デ

カ

ル
ト

の
経
験

(<
6
q
畑

O
訂
コ
葺

ひ
置

5
一寒

)
も

、
そ

の
類

で
あ

ろ
う
。

(
一
〇
)

『兵

士

デ
カ
ル
ト
』
、
小
泉
義

之

著
、
勤
草
書

房
、

一
九
九

五
年

、

一
入
九
頁

、
参

照
。

(
一
一
)

拙
論

「高

漣
考

ー

デ

カ
ル
ト

の
道

徳
論
」
、
『人
文

科
学
研

究
』

(高

知

大

学

人
文

学

部

人

文

学

科

)

第

三

号

、

一
九

九

五

年

、

所

収

、

参

照

。

(
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)
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(
】
四

)

「
献

身

」

と

は

、
そ

の

対

象

の
方

が

自

己

よ

り

も

高

い
と

評

価

す

る

と

き

に

抱

く

情

念

の

こ
と

で

あ

っ
て

、
神

は

そ

の
対

象

の
典

型

で

あ

ろ

う

(<
.

国
工
o
こ
。。
一〇
〇
貫

§

猟
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9お

oo
')
。

し
た
が

っ
て
、
以

下

の
論
文

に
見
ら
れ

る

「酒

の
所
有

を
献
身

的

に
愛

し

て

い
る

(～
巴
ヨ
。
ミ
§

ミ
き
瓢
§

す
℃
o。。。・9
ロδ
5
α
。
のo
ロ
三
5
)
(傍
点

お
よ
び

イ

タ

リ

ッ
ク
体

は
論
者

に
よ

る
)
」
と

い
う
表

現
は
、
「献
身
」
と

い
う

言
葉

の
意

味

す

る
範

囲
を

大
幅

に
逸
脱

し

て

い
る
と
思

わ
れ

る
が
、

こ
こ
で
は
論

じ
な

い
。
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8
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・お
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.
(「
デ
カ
ル
ト

に
お

け
る
愛
、

消
化

、
カ

」
、

A

・
マ
ト

ゥ

ロ
ン
、
高

頭
麻

子

訳

、

『現
代

思
想

5
』
、
青
土
社

、

一
九

九
〇

年
、

所
収
、

一

一
九

頁
)
。

(
一
五
)

実

際
、

デ
カ

ル
ト
に
は
、

フ
ラ

ン
シ

ス

・
ベ
ー

コ
ン
が
、

「
細
か

な
区
別

に
こ
だ
わ

る
人

々
(畠
ヨ
剛巳
。。o。8
「$
)」
と
看

倣

し
た

ス
コ
ラ

の
学
者

た

ち

に
見
ら

れ
る
傾
向

と
同
様

の
も

の
が
あ

る
と
思
わ

れ

る
。
亀

「
切
餌8
戸
導

馬

穿
ミ
鷹
噌
。
α.
惹
子

碧

凶三
『o
Ω
.
9

旨.霊
8
ぎ
「層
勺
o
品

三
コ
od
o
o貫

¢
○。
い
魍
℃
b
一
ρ

(
『ベ
ー

コ
ン
随
想
集
』
、
渡

辺
義
雄

訳
、
岩
波
文
庫

、

一
九
九

二
年

(第

一

一

刷
)
、

二
二
〇
頁
)
。

(
一
六
)

デ
カ

ル
ト

に
お
け

る

「他
者
」
を
論
じ

た
邦
語
論

文
と

し

て
は
、

以

下

の
も

の
を
参

照
。

「囚

人

の
闘
争

空
白

の
デ
カ

ル
ト
倫
理

学
」、

鈴
木

泉
、

『現
代

思
想

5
』
、

青

土
社
、

一
九
九

〇
年
、
所

収
。

尚
、

こ
の
論
文

で
は
、

〈絶
対

の
他
者
〉

と

し
て

の
神

を
省
察

す

る
こ
と

の
意
義
が

論
じ
ら

れ
て

い
る
。

「デ

カ
ル
ト

『情
念

論
』
に
お
け

る
他

者

の
問

題
i

「愛
」
と

「高

逼
」
の

情
念

を
手

が
か
り

に
ー

1
」
、
望

月
太
郎

、
『倫

理
学
研
究
』

(関
西
倫

理
学
会

)

第

二

二
集

、

一
九
九

二
年

、
所

収
。
尚
、
こ

の
論
文

で
は

、
他
者

把
握
を

三

つ

の
類

型

に
分
類
し
、
そ

の
第

三
の
類
型

で
あ
る
高

逼

の
教

説

の
意

義
が
論

じ

ら

れ
て

い
る
。

(
一
七
)

〉
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讐
9

「o
戸
§

.。
螢
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食

μ

(訳
文
、

=

九
頁
)
。

(
一
八
)

論

者

は
、
モ
ン

テ
ー

ニ
ュ
の
ラ

・ボ

エ
シ

に
対

す

る
友

愛
を

念
頭

に
置

い
て

い
る
。
彼

が

友
愛

の
理
由

を

訊
ね

ら
れ

た
と

き

、
「
そ

れ

は
彼

で
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あ

っ
た
か
ら

、
そ
れ

は
私

で
あ

っ
た
か
ら

」
と
答
え

た
と

言
わ
れ

る
。

「
モ
ン

テ
ー

ニ
ユ
遣

遙
』
、
関
根
秀

雄

著
、
白
水

社
、

一
九

八
七
年

(第

五
刷
)
、

一
九

頁

、
参
照

。

ま

た
、

キ
ケ

ロ

の
著

作

に
も

、
「
真

の
友
と

は
、

あ
た

か
も

第

二

の
自

己

(警
。二

α。日
)
の
よ
う

な
も

の
で
あ
る
」
と

い
う

記
述
が
あ

る
。
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著
、
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呉
茂

一
訳
、
岩

波
文
庫

、

一
九
九

五
年

(第

二
三
刷

)、

七
〇
頁
)
。

(
一
九
)

友
愛

の
枢

要
は
、
古
来
次

の
よ
う
な
表

現
に
よ

っ
て
示
さ

れ
て
き

た
。9

≦

円
■Ω
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響
§
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マ
這
p
.
(訳

書
、

二
九
頁
)
。

「と

い
う

の
は
、
友

情
と
は

、
順
境
を

一
層
輝

き

の
あ

る
も

の
に
し

、
逆

境

は
こ
れ

を
相
分

か
ち
共
有
す

る

こ
と

に
よ

っ
て
、
一
層
軽
減

さ
せ

る
も

の
だ

か

ら

で
あ

る
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[11
友
人

に
本
心
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伝

え

る
こ
と

]
は
、
喜
び
を

二
倍

に
し
、
悲

し

み
を
半

分

に
切
り
詰

め

る
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付
記

こ
の
小
論
は
、

一
九
九
六
年
三
月
二
三
日
、
同
じ
題
名
の
も
と
に

「
京
大

・
西
洋
近
世
哲
学
史
懇
話
会
」
に
お
い
て
口
頭
発
表
し
た
原
稿
に
加
筆

訂
正
を
施
し
た
も
の
で
あ
る
。



betrifft. Im Vergleich damit war Berlin ein Zentrum der deutschen Aufklarung. Kant 

stand in regem Briefwechsel mit Schriftstellern, Wissenschaftlem and Aufklarern in 

Berlin. 

  Seine Schriften uber die Religion erschienen auch in der Monatsschrift and wurden 

spater als Religion innerhalb der Grenzen derblof3en Vernunft publiziert. Aber sie wurden 

am Anfang von der Obrigkeit unter dem preuBischen Absolutismus zensiert and seine 

weiteren religionswissenschaftlichen Abhandlungen schlief3lich verboten. Im Anschlul3 

daran versuchte er im Streit der Fakultaten (1798), seine Idee von der Universitat zu 

begrunden; er stellte den spezifischen Standpunkt der philosophischen Fakultat fest. Er 

behauptet bier, daB es eine andere Republik an der Universitat geben kann. Diese von 

der politischen Macht (Zensur) freie Republik kann seiner Theorie nach als eine andere 

Seite der aufklarerischen Vernunft ausgelegt werden. Die ,Lesenvelt", deren Mitglieder 

die Vernunft frei and dffentlich gebrauchen konnen, beschrankt sich bei Kant auf die 

Universitat and verandert sich zur institutionalisierten ,Gelehrtenrepublik". Die 

Universitat wird bei ihm neuerdings als Institution der Vernunft gezeigt.

De la distinction de ]'amour chez Descartes

Seiji MUTO

  Alors que Descartes a declare, dans la lettre dont 1'adresse nous reste inconnue 

(peut-titre au P.Mesland) (AT.IV-34850, 1645 on 1646?), que l'amour, la haine, 
]'affirmation, le doute, sont de veritables modes dans ]'esprit, it a affirme, dans Les 

Principes de la Philosophie (AT.VIII-1-23, Pr.I-48), que l'amour, ainsi que la colere, 

etc., ne doit point titre attribue a fame seule, ni aussi au corps seul, mais a I'etroite union 

qui est entre eux. 
  Si nous jetons un coup d' ceil sur ces deux textes, nous remarquerons qu'il y a la 

contradiction manifeste entre eux. Car le meme mot d'amour est a la fois employe 

comme mode etant attribue seulement a I'esprit, et comme emotion prenant sa source 

dans ]'union de Fame aver le corps. 

  Ces opinions contradictoires nous semblent disparaitre a ]'aide de la distinction de 

]'amour que Descartes a propose dans la Iettre bien connue a Chanut du I" Wrier 1647 

(AT.IV-60017). Mais, comme nous le verrons ci-apres, cela West pas simple. Car 

Descartes a etabli d'autres distinctions de I'amour, par consequent si Ion n'examine pas 

la relation reciproque entre elles, on ne pourra suffisamment comprendre les realites de 

]'amour qu'il veut decrire. 

  Pour examiner la difference entre ces deux amours dont nous avons pane ci-dessus,

ii



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
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