
公
募
論
文「内

的
な
も

の
」
と

「外
的
な
も

の
」

カ

ン
ト
と

へ
ー
ゲ

ル
の
実
体
概
念
を

め
ぐ

っ
て

大
河
内

泰

樹

は
じ

め
に

ー

へ
ー
ゲ

ル
論
理
学
と

カ
ン
ト

の
形
而
上
学
批
判

以
下
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の

『大
論
理
学
』
を
、
「内
的
な
も
の
」
と

「外

的
な
も

の
」
と
い
う
概
念
に
注
目
し
て
、
カ
ン
ト
の

『純
粋
理
性
批
判
』

と
比
較
考
察
を
行
い
、
へ
ー
ゲ
ル
論
理
学
の
も
つ
形
而
上
学
的
意
味
の
射

程
を
解
明
し
よ
う
と
す
る
試
み
で
あ
る
。
そ
こ
で
ま
ず
こ
の
論
考
に
お
い

て
土
台
と
な
る
、
カ
ン
ト
哲
学
の
形
而
上
学
史
に
お
け
る
意
義
に
つ
い
て

確
認
し
、
筆
者
の
問
題
意
識
を
明
ら
か
に
し
て
お
き
た
い
。

カ
ン
ト
以
前
の
従
来
の
形
而
上
学
、
特
に
講
壇
哲
学

(
ラ
イ
プ
ニ
ッ

ツ
=
ヴ
ォ
ル
フ
学
派
)
が
、
世
界
の
存
在
を
理
性
に
従

っ
て
演
繹
的
に
導

出
し
体
系
化
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
て
い
た
の
に
対
し
、
カ
ン
ト
は
、

彼
の

「超
越
論
」
哲
学
に
お
い
て
こ
の
理
性
の
働
き
に
制
限
を
加
え
、
従

来
の
形
而
上
学
の
批
判
を
行

っ
た
。
「超
越
論
的
」
と
は
カ
ン
ト
の
定
式

化
に
よ
れ
ば
、
「対
象
に
関
す
る
認
識
で
は
な
く
て
、
む
し
ろ
我
々
が

一

般
に
対
象
を
認
識
す
る
仕
方
1
そ
れ
が
ア
プ
リ
オ
リ
に
可
能
で
あ
る
限
り

ー
に
関
す
る
認
識
」
(
K
r
V
.
 
B
2
5
)

を
意
味
す
る
。
カ
ン
ト
は
こ
の
認
識

に
つ
い
て
の
認
識
を
通
じ
て
、
理
性
の
限
界
を
画
定
し
、
経
験
的
認
識
は

感
性
的
制
約
に
従
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
、
し
か
し
な
が
ら
こ
の
感

性
的
経
験
は
主
観
性
の
形
式
を
通
じ
て
与
え
ら
れ
て
お
り
、
主
観
性
の
形

式
に
従
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
、
を
明
ら
か
に
し
た
。
周
知
の
通
り

そ
の
結
果
カ
ン
ト
は

「全
て
の
我
々
の
認
識
は
対
象
に
従
わ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
」
(内
(
K
r
V
.
 
B
X
V
I
)

と
考
え
る
の
で
は
な
く
て
、
む
し
ろ

「対
象

は
我
々
の
認
識
に
従
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う

「
コ
ペ
ル
ニ
ク
ス

的
転
回
」
を
形
而
上
学

の
歴
史
に
も
た
ら
し
た

の
で
あ
る
。

し
か
し
ハ
イ
ム
ゼ
ー
ト
ら
が
す
で
に
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
こ
の
こ

と
は
、
カ
ン
ト
が
形
而
上
学
そ
の
も
の
に
死
を
宣
告
し
た
こ
と
を
意
味
し

な
い
。
カ
ン
ト
の
目
的
は
む
し
ろ
自
然
哲
学
、
自
然
科
学
に
よ
っ
て
崩
壊

を
迫
ら
れ
て
い
た
形
而
上
学
に

「実
践
的

・
定
説
的
」
基
礎
を
与
え
る
こ

と
に
あ

っ
た
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
仕
事
の
中
で
、
カ
ン
ト
は
、
論
理
学
と
形
而
上
学

・
存
在
論

と
の
関
係
に
つ
い
て
も
大
き
な
変
更
を
加
え
た
。
従
来
の
形
而
上
学
が
理

性
を
通
じ
て
全
て
の
存
在
を
演
繹
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
と
考
え
た
の

は
、
現
実
存
在
と
論
理
学
と
の
一
致
を
疑
わ
な
か
っ
た
か
ら
で
あ

っ
た
。



即
ち
、
論
理
的
に
可
能
で
あ
る
も

の
は
、
存
在
可
能
で
あ
り
、
論
理
的
に

不
可
能
な
も
の
、
つ
ま
り
矛
盾
律
を
お
か
す
も
の
は
存
在
不
可
能
と
さ
れ

た
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
、
カ
ン
ト
は
存
在
に
対
す
る
従
来
の

一
般
論

理
学

の
適
用
を
制
限
し
、
こ
れ
に
加
え
て
新
た
に
現
象
に
適
用
さ
れ
る
新

た
な
論
理
学

「超
越
論
的
論
理
学
」
を
う
ち
立
て
た
。

へ
ー
ゲ
ル
の
論
理
学
が
従
来
の

一
般
的
論
理
学
に
大
き
な
変
更
を
加
え

る
も

の
で
あ
り
、
ま
た
存
在
論
で
あ
る
こ
と
を
主
張
す
る
限
り
に
お
い
て
、

一
般
的
論
理
学
と
区
別
さ
れ
た
こ
の
カ
ン
ト
の
超
越
論
的
論
理
学
を
吸

収

・
継
承
し
て
い
る
は
ず
で
あ
り
、
カ
ン
ト
以
降
存
在
論
的
論
理
学
を
構

築
す

る
た
め
に
は
カ
ン
ト
の
こ
の
論
理
学
を
無
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
か

っ
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
こ
で
へ
ー
ゲ
ル
が
カ
ン
ト
の

「批
判
」
を
継
承
し

た
点
と
再
批
判
す
る
点
、
乗
り
越
え
た
点
と
乗
り
越
え
ら
れ
な
か

っ
た
点

を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
課
題
と
な
る
だ
ろ
う
。

以
下
で
は
、
こ
う
し
た
問
題
意
識
の
も
と
、
カ
ン
ト
、

へ
ー
ゲ
ル
の
両

者
に
お
け
る

「外
的
な
も
の
」
と

「内
的
な
も
の
」
の
取
り
扱
い
を
比
較

す
る
こ
と
で
、
伝
統
的
な
形
而
上
学
に
お
い
て
き
わ
め
て
重
要
な
位
置
を

占
め
て
き
た

「実
体
」
と
い
う
概
念
に
関
し
て
、
へ
ー
ゲ
ル
が
カ
ン
ト
の

形
而
上
学
批
判
を
継
承
し
な
が
ら
、
同
時
に
カ
ン
ト
に
お
い
て
残
さ
れ
て

い
た
形
而
上
学
的
要
素
を
も
解
体
し
て
い
る
こ
と
を
示
し
た
い
。
へ
ー
ゲ

ル
は
カ
ン
ト
の
形
而
上
学
批
判
を
さ
ら
に
遂
行
す
る
こ
と
で
、
逆
説
的
に

右
で
述
べ
た
存
在
論
と
論
理
学
と

の
一
致
を
取
り
戻
し
て
い
る
の
で
あ

る
。

一

『純
粋
理
性
批
判
』
に
お
け
る
補
説

「
反
省
概
念

の
二
義
性
に
つ
い
て
」

の
意
義

さ
て
、
右
で
述
べ
た
よ
う
に
カ
ン
ト
は
超
越
論
的
論
理
学
を

一
般
論
理

学
か
ら
区
別
す
る
こ
と
で
形
而
上
学
と
論
理
学
の
関
係
に
つ
い
て
大
き
な

変
更
を
加
え
た
。
カ
ン
ト
に
お
い
て

コ

般
論
理
学
」
は

「認
識
の
あ
ら

ゆ
る
内
容
、
つ
ま
り
認
識
の
客
観
に
対
す
る
あ
ら
ゆ
る
関
係
を
捨
象
」
し
、

「も

っ
ぱ
ら
思
惟
の
形
式

一
般
を
考
察
」
(
K
r
V
.
 
B
7
9
)

し
、
感
性
と
関
わ

ら
な
い
、
非
経
験
的
な
形
式
的
思
惟
を
扱
う
も
の
と
さ
れ
る
。
そ
れ
に
対

し
て

「超
越
論
的
論
理
学
」
は
経
験
的
内
容
に
関
わ
り
な
が
ら
、
「対
象

認
識
の
根
源
を
め
ざ
す
」
(
K
r
V
.
 
B
X
V
I
 
B
8
0

)、
「認
識
の
根
源
、
範
囲
、
客
観

的
妥
当
性
を
規
定
す
る
学
」
(
K
r
V
.
 
B
8
1
)

で
あ
る
。
カ
ン
ト
に
と
っ
て

現
象
界
の
存
在
は
認
識
の
妥
当
す
る
範
囲
を
規
定
し
た
後
者
の

「超
越
論

的
論
理
学
」
に
従
う
。
こ
う
し
て
カ
ン
ト
は
存
在
論
を
現
象
の
存
在
論
に

改
変
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
れ
に
対
す
る
通
常
の
論
理
学
の
妥
当
性
を

制
限
し
た
。

カ
ン
ト
が
超
越
論
的
分
析
論
の
最
後
に
付
け
加
え
た

「補
説

経
験
的

悟
性
使
用
の
超
越
論
的
悟
性
使
用
と
の
取
り
違
え
に
よ
る
反
省
概
念
の
二

義
性
に
つ
い
て
」
に
お
い
て
は
、
ま
さ
に
こ
の
二
つ
の
論
理
学
の
関
係
が

問
題
と
さ
れ
、
個
々
の
論
理
学
の
規
則
に
則
し
て
、
両
者
の
差
異
が
明
ら

か
に
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
扱
わ
れ
る

「超
越
論
的
反
省
」
は

「表
象
が

純
粋
悟
性
と
感
性
的
直
観
と
の
い
ず
れ
に
属
す
る
も
の
と
し
て
相
互
に
比

較
さ
れ
る
か
を
弁
別
」
(
K
r
V
.
 
3
1
7

)
す
る
能
力
と
し
て
、
ま
さ
に
表
象

5
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に

「現
象
」
か

「可
想
体
」
か
の
区
別
を
与
え
る
能
力
で
あ
る
。
こ
う
し

た
反
省
を
行
う
際
に
基
準
と
な
る
の
が

「反
省
概
念
」
と
呼
ば
れ
る
四
対

の
概
念

で
あ
る
。
そ
し
て
カ
ン
ト
に
よ
れ
ば
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
は
こ
の

「反
省
概
念
」
を

「純
粋
悟
性
の
対
象
」
と

「感
性
の
対
象
」
と
に
関
し

て
区
別
で
き
ず
、
「純
粋
悟
性

の
対
象
」
と
し
て
の
可
想
界
の
規
則
を

「感
性
の
対
象
」
と
し
て
の
現
象
界
に
ま
で
適
用
し
て
し
ま
っ
た
が
故
に

間
違

っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

カ
ン
ト
は
こ
こ
で

「
一
般
論
理
学
」
に
基
づ
く
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
存
在

論
的
諸
原
理
が

「感
性
的
経
験
の
対
象
」
と
し
て
の

「現
象
体
」
に
は
適

用
さ
れ
ず
、
後
者
に
は
全
く
別
の
法
則
が
成
立
す
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。

し
か
し
、
カ
ン
ト
は
こ
こ
で
逆
に

「純
粋
悟
性
の
対
象
」
た
る

「可
想
体
」

に
つ
い
て
は
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
諸
原
理
の
適
用
を
認
め
て
い
る
。
つ
ま
り
、

ラ
イ
プ

ニ
ッ
ツ
が
批
判
さ
れ
る
の
は

「現
象
を
知
性
化
」

(KrV. B327)

し
、
「世
界
の
知
性
的
体
系
を
創
設
し
た
」
(
K
r
V
.
 
B
3
2
6
)

か
ら
な
の
で

あ
り
、
カ
ン
ト
は
そ
も
そ
も
現
象
と
は
区
別
さ
れ
る

「可
想
体
」
が
知
性

的
で
あ
る
、
つ
ま
り

一
般
論
理
学
が
妥
当
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
疑
わ
な

い
の
で
あ
る
。

二
カ

ン
ト
に
お

け
る
反

省
概

念
と

し

て

の

「内

的
な

も

の
」
と

「外

的
な
も

の
」

さ
て
、
我
々
の
扱
う

「内
的
な
も
の
」
と

「外
的
な
も
の
」
と
い
う

一

対
の
反
省
概
念
は
右
で
見
た
関
係
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
の

一
つ
で
あ
る
、
カ
ン

ト
の

「実
体
」
概
念
と
密
接
に
関
係
し
て
い
る
。
従

っ
て
、
こ
の
反
省
概

念
の
持
つ
意
義
を
明
白
に
す
る
た
め
に
、
ま
ず
カ
ン
ト
が
そ
れ
以
外
の
箇

所
で
い
か
に
実
体
を
規
定
し
、
伝
統
的
形
而
上
学
に
い
か
な
る
変
更
を
加

え
た
の
か
を
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
『純
粋
理
性
批
判
』
の
カ
テ
ゴ
リ

ー
の
形
而
上
学
的
演
繹
に
お
い
て
は
、
実
体
は
三
つ
の
関
係
の
カ
テ
ゴ
リ

ー
の
う
ち
第

一
の
関
係
に
お
い
て
属
性

ぎ
冨
器
自

(偶
有
a
c
c
i
d
e
n
s

)

の
対
立
概
念
 
S
u
b
s
i
s
t
e
n
z
/
s
u
b
s
t
a
n
t
i
a

と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る

(KrV. B106)

。
こ
こ
で
こ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
が
判
断
表
の
定
言
判
断
か
ら
導
出
さ

れ
て
い
る
こ
と
は
、
理
解
し
や
す
い
。
つ
ま
り
、
"
S
 
i
s
t
 
P
"

と
い
う
判
断

に
お
い
て
の
主
語
概
念
S
は
実
体
と
見
な
さ
れ
、
述
語
概
念
P
は
属
性
と

見
な
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
実
体
と
属
性
と
い
う
関
係
カ
テ
ゴ
リ
ー
の

現
象
に
お
け
る
適
用
を
よ
り
詳
細
に
扱
う
の
は
、
超
越
論
的
分
析
論
、
第

二
篇
原
則
の
分
析
、
経
験
の
ア
ナ
ロ
ギ
ー
の
第

一
の
ア
ナ
ロ
ギ
ー
で
あ
る
。

こ
こ
で
扱
わ
れ
る
原
則
は

「実
体
の
持
続
性
の
原
則
」
と
呼
ば
れ
て
お
り

次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

「現
象
の
あ
ら
ゆ
る
変
易
に
お
い
て
実
体
は
持
続
す
る
。
そ
し
て
そ

の
量
は
自
然
に
お
い
て
増
加
す
る
こ
と
も
現
象
す
る
こ
と
も
な
い
」

(KrV. B224)。

こ
こ

で
見

ら

れ

る
カ

ン
ト

の
実
体

概
念

は

、
何

ら
特

別
な

も

の

で
は
な

い
。

偶
有

性

が
変

易
す

る
も

の

で
あ

る

の
に
対

し
、

実
体

は

こ

の
偶

有

性

の
基

体
と

し

て
変
化

し

な

い
も

の
、

「
持
続

的

な
も

の
」

で
あ

る
。

変
化

と

は
、

時

間

の
限
定

で
あ

る

。

し

か
し

、

こ

の
限
定

が

可
能

で
あ

る
た

め

に

は
、

持
続

す

る
も

の
が
存

し

な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

ま
ず

こ

の
持

続

す

る
も

の

55



は
時
間

そ

の
も

の
と
考

え

ら

れ
る
。

し
か

し
、
時

間

そ

の
も

の
は
、

知
覚

す

る

こ
と

が

で
き
な

い
が
故

に
、

ま

さ
に

「
知
覚

の
対
象

、

つ
ま

り

現
象

の
う
ち

に
、
時

間

一
般
を

表

象
し

、

こ
れ

に
対
す

る

現
象

の
関
係

に

よ

っ

て
、

一
切

の
変
易

と

同
時

存

在
と

が
覚
知

の
内

で
知
覚

さ

れ
う

る
基

体
が

存

在

し

な
け

れ

ば
な

ら

な

い
」
(
K
r
V
.
 
B
2
2
5
)

。

こ

の
基

体

が
実

体

と
呼

ば
れ

る

の
で
あ

る
。

こ
こ

で

は
カ

ン
ト
は

、

「
実
体

」

の
伝

統
的

な

理
解

を

継
承

し

て

い
る

よ
う

に
見
え

る
。
そ

し

て
主

語

・
述
語

関
係

が
実

体

・
属
性

の
関

係

に
対

応

し

て

い
る
と

こ

ろ
か

ら
見

て
も

、
論

理
学

と
存

在
論

の

一
致
と

い
う
伝

統

的

理
解

に
忠
実

で
あ

る
。

し
か

し
我

々
は
実

際
に

こ

の
現
象

の
う

ち

に

あ

ら

ゆ

る
変

化

の
基
体

に
な

る
よ

う
な

不
変

の
存

在

を
見

い
だ
す

こ
と
が

で
き

る
だ

ろ
う

か
。

そ

こ

で
重
要

な

の
は

、
カ

ン
ト

が

こ

の

「経

験

の
類

推

」

に

つ
い
て

「
経

験

の
類

推
は

、
そ

れ

に
則

っ
て

(経

験
的
直

観

一
般

と

し

て

の
知

覚

そ

の
も

の
が
生
じ

る
の
と

は
違
う

仕

方

で
)
知
覚

か

ら
経

験

の
統

一
が
生

じ

る
べ

き
規

則
に
す
ぎ

ず

、
そ

し

て
諸
対
象

の

(諸

現
象

の
)

原
則

と
し

て
構

成
的

に
で
は

な
く

、
単

に
統

制

的
に
妥

当
す

る

で
あ

ろ
う

」
 
(
K
r
V
.
 
B
2
2
2
f
.
)

と
述
べ

て

い
る
点

で
あ

る
。

つ
ま

り
、

実

体

の

原

則
も

統
制

的

な
規

則

で
あ

る
に
と
ど

ま
り

、

な
ん

ら
現
象

に

お
け

る
持

続

的

な
も

の

の
存

在

を
証

明
す
る

も

の
で
は

な

い
の

で
あ

る
。

「
補

説

反
省

概
念

の
二
義
性

」
に
お

い
て
カ

ン
ト
が

「
内
的

な
も

の
」

と

「
外

的

な
も

の
」

を
取

り
扱
う

際
、

問
題

と

し
て

い
る

の
は
、

現

象

に

お
け

る

こ
う

し

た
持

続

的

実
体

の
不

可
能

性

で
あ

る

。

「
内

的

な

も

の
」

と

は
、

カ

ン
ト

に
と

っ
て
、
実
体

を
意

味
す

る
。

カ

ン
ト

は

こ
の
補

説

に

お
い
て

〈純
粋
悟
性
の
対
象
と
し
て
の

「内
的
な
も
の
」〉
と

〈現
象
に

お
け
る

「内
的
な
も
の
」〉
と
い
う
二
つ
の

「実
体
」
概
念
を
そ
れ
ぞ
れ

明
確
に
区
別
す
る
の
で
あ
る
。

カ
ン
ト
に
よ
れ
ば
純
粋
悟
性
の
対
象
に
お
け
る
「内
的
な
も
の
=
実
体
」

と
は
他
と
の
関
係
か
ら
完
全
に
切
り
離
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
「実
体

一

般
は
あ
る
内
的
な
も
の
、
す
な
わ
ち
あ
ら
ゆ
る
外
的
相
関
、
し
た
が

っ
て

ま
た
合
成
 
(
Z
u
s
a
m
m
e
n
s
e
t
z
u
n
g
)

か
ら
自
由
で
あ
る
も
の
を
持
た
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
単
純
な
も
の
が
物
自
体
そ
の
も
の
の
内
的

な
も
の
の
根
底
で
あ
る
」
 
(
K
r
V
.
 
B
3
3
0
)

。
こ
れ
は
す
で
に
ア
リ
ス
ト
テ

レ
ス
が
実
体
を
関
係
に
対
し
て
定
義
し
て
い
た
よ
う
に
、
伝
統
的
な
理
解

に
沿
う
実
体
概
念
で
あ
る
と
い
え
る
。
し
か
し
、
カ
ン
ト
に
よ
れ
ば
我
々

が
現
象

に
お

い
て
認
識
し
う

る
実

体
は

そ
れ
に
反
し

て

「
相
関

V
e
r
h
a
l
t
n
i
s
s
e

」
な
い
し

「関
係
R
e
l
a
t
i
o
n
e
n
.

」
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
「純

粋
悟
性
の
対
象
に
あ

っ
て
は
、
そ
れ
と
異
な
る
と
こ
ろ
の
も
の
に
対
し
て

な
ん
ら
の
関
係
(
B
e
z
i
e
h
u
n
g
)

を
も

(現
存
在
D
a
s
e
i
n
に
関
し
て
)
持

た
な
い
も
の
だ
け
が
内
的
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
、
空
間
中
に
あ
る
現
象

的

実
体
(
s
u
b
s
t
a
n
t
i
a
 
p
h
a
e
n
o
m
e
n
o
n
)

の
内

的

規

定

は
相

関

 (Verhaltnisse)

に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
そ
う
し
た
実
体
自

体
が
単
な
る
関
係
(
R
e
l
a
t
i
o
n
e
n
)

の
総
括
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
で
あ
る
」

(KrV. B321)

。
た
と
え
ば
我
々
が
空
間
中
の
質
料
と
い
う
実
体
に
つ
い

て
知
り
う
る
の
は
こ
れ
に
作
用
す
る
引
力
や
斥
力
と
い
っ
た
力
と
い
う
外

的
関
係
を
通
じ
て
で
し
か
な
い
と
し
て
い
る
(
K
r
V
.
 
B
3
2
1
)

。

こ
う
し
て
空
間
中
に
あ
る
も
の
は
必
ず
外
的
関
係
に
依
存
し
て
存
在
し



て

い
る
。

そ
れ

故

に
空

間

に
依

存

せ
ず

我

々

が
知
り

う

る
唯

一
の
も

の
、

内
的

経
験

が

こ
う

し
た
実

体

と

み
な
さ

れ

て
し
ま
う

と

い
う

。

カ

ン
ト
に

よ

れ
ば

こ

う
し

て
生
ま

れ

た

の
が

ラ
イ

プ

ニ

ッ
ツ

の
モ
ナ

ド
論

で
あ

る
。

こ
の
三
組

目

の
反

省
概
念

は

ま
さ

に

こ

の
モ
ナ

ド
論

に
対
す

る
批
判

に
あ

て
ら
れ

て

い
る

。

ラ
イ

プ

ニ
ッ
ツ

の
定
義

に
よ

れ
ば

モ
ナ

ド
と

は

「合

成

さ

れ
た
も

の
の
内

に
含
ま

れ

て

い
る
単
純

な
実

体
」
、
「
部
分

を
も

た
な

い
」

実
体

で
あ

る
。

さ
ら

に
こ

の
モ

ナ
ド

は
窓
を

持

た
ず
、

他

の
も

の
と

一
切

関
係

を
持

た

な

い
と
さ

れ

て

い
る

。
し

か
し

、

カ

ン
ト

に

よ
れ

ば
空

間
中

に
あ

る
も

の
は
延

長
を
持

つ
限
り

で
、

必
ず

部
分

か
ら

合
成

さ

れ

て
お
り

(直

観

の
公

理
K
r
V
.
 
B
2
0
3
f
f
.

)
、
関

係

に
依
存

し

て

い
る

の

で
、

こ
う

し

た
関

係
も

部
分

も

持
た

な

い
実
体

を
我

々
は
空
間

中

に
認
識

す

る

こ
と
は

で
き
な

い
。
そ

れ
故

に
、

ラ
イ

プ

ニ

ッ
ツ
は
内

官

の
対

象

で
あ

る

「魂

」

を
実

体

と

見
な

す

と

い
う

誤
り

を

犯
し

、

モ

ナ
ド
論

を

つ
く

り
あ

げ

た
、

と

さ
れ

る
 
(
K
r
V
.
 
B
3
2
1
f
.
)

。

こ
う

し

て
カ

ン
ト

は
伝

統

的
形

而
上

学

が
想
定

し

て

い
た

よ
う

な
確

固

と

し
た
実

体

の
認

識
を

退
け

る
。

し
か

し
、

カ

ン
ト
は

こ
の
意

味

で

の
実

体
を

完
全

に
否
定

し

て
し
ま

っ
て

い
る
訳

で
は
な

い
。

む

し

ろ
カ

ン
ト
は

「
純

粋
悟
性

の
客

観
」
、

つ
ま

り

「
可
想
体

」

に
関

し

て
は

こ
う

し
た
実
体

の
概

念
を

保
持

し
た
ま

ま

で
あ

る
。

つ
ま
り

、

こ
こ

で

ラ
イ

プ

ニ

ッ
ツ
が

批
判

さ

れ

る

の

は
、

「
純
粋

悟

性

の
対

象
」

に
帰

さ
れ

る

べ

き

「
実
体

概

念
」

を
、

現
象

に
ま

で
妥

当

さ
せ

て
し

ま

っ
た
か

ら

で
あ
り

、

決
し

て

ラ

イ

プ

ニ
ッ
ツ
の
実

体
概
念

そ

の
も

の
が

完
全

に
否
定

さ

れ

て

い
る
わ

け
で

は
な

い
の

で
あ

る

。

三

「
力

と

そ

の
外

化

の
相
関

」
1

「
外

的

な
も

の
」

と

「内
的

な
も

の
」

へ
の
予
備

考
察

さ
て
、

へ
ー
ゲ
ル
が

『大
論
理
学
』
に
お
い
て
こ
の

「内
的
な
も
の
」

と

「外
的
な
も
の
」
と
い
う
反
省
概
念
を
直
接
に
扱
う
の
は
本
質
論
第
二

篇
第
三
章
本
質
的
相
関

「
c
外
的
な
も
の
と
内
的
な
も
の
と
の
相
関
」

に
お
い
て
で
あ
る
。
し
か
し
ま
た
こ
れ
に
先
行
す
る

「b

力
と
そ
の
外

化
の
相
関
」
は
カ
ン
ト
が

「内
的
な
も
の
」
と

「外
的
な
も
の
」
に
関
し

て
力
に
言
及
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
こ
れ
を
無
視
す
る
こ
と
は
で
き
な

い
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の

「力
と
そ
の
外
化
」
の
内
容
を
概
観
し
た
後
で
、

実
際
に

「
c
外
的
な
も
の
と
内
的
な
も
の
と

の
相
関
」
を
検
討
す
る
こ

と
と
し
た
い
。

我
々
は
右
で
カ
ン
ト
が
現
象
界
に
お
け
る
実
体
が
関
係
を
通
じ
て
し
か

示
さ
れ
得
な
い
こ
と
の
例
と
し
て
、
力
を
あ
げ
て
い
る
こ
と
を
み
た
が
、

へ
ー
ゲ
ル
が
こ
の
節
を
ま
さ
に
こ
れ
と
同
じ
相
関
か
ら
始
め
て
い
る
こ
と

は
注
目
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
力
は
そ
の
発
現
と
し
て

「現
実
存
在
す
る

或
る
も
の
 
(
e
i
n
 
e
x
i
s
t
i
e
r
e
n
d
e
s
 
E
t
w
a
s
)
」
(
V
I
.
 
1
7
3
)

を
も
つ
。
ま
ず
こ

の
関
係
に
お
い
て
は
後
者
が
直
接
的
な
も
の
で
あ
る
の
に
対
し
、
前
者
が

「措
定
さ
れ
た
も
の
」
で
あ
る
。
こ
の
段
階
で
は
こ
の
直
接
的
な
も
の
は

力
に
対
し
て

「無
関
心
(
g
l
e
i
c
h
g
u
l
t
i
g
)

」
で
あ
り
、
力
に
限
定
さ
れ
て

は
い
な
い
。
こ
の
限
り
で
力
は
物
の
形
式
と
し
て
直
接
的
に
こ
れ
と
結
び

つ
け
ら
れ
る

「外
的
な
も
の
」
で
あ
る
。
し
か
し
、
力
は
こ
の
直
接
的
存

在
を
措
定
す
る
力
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
力
が
自
ら
の
外
在
性
と
し
て
こ
れ

5
7



を
措

定

す

る
こ
と

に

よ

っ
て
、
現
実

存
在

が
現

れ

る
。
力

は
自

ら
を

存
在

と

し

て
外

化

す

る

こ
と

に
よ

っ
て
は
じ

め

て
力

と

な

る
も

の
で
あ

る

。

つ

ま

り
力

は
自

己
を

否
定

し

て

、
直
接

的
存

在
と

な

る

こ
と

に
よ

っ
て

は
じ

め

て
力

な

の
で
あ

り

、

「
自

己
を
自

己
か

ら
突

き
放

す

矛
盾

」
、

「
自

己
自

身

に
関

係
す

る
否
定

的

統
一
」

で
あ
る

(
V
I
.
1
7
5

)
。

し
か

し
力

は

こ

の
構

造

に

お
い

て
制
約

さ

れ

て
し
ま

っ
て

い
る
。
と

い

う

の
は
自

分
自

身

の
他

者

と

し
て

の
直
接

的

な
存
在

を
前

提

な

い
し
条
件

(制

約

)

と
し

て

い
る
か

ら

で
あ

る
。
今

や
こ

の
力

の
条

件

(制

約

)

も

ま

た
単

に
直
接

的

な
存

在

と
し
て

力

に
無

関
心

で
あ

る
わ

け

で
は

な

い
。

む

し

ろ

こ

の
直
接

的

存

在

も

ま
た

、

力

の
条

件

と

し

て
力

を
引

き

起

こ

し

、

そ
れ

に

よ

っ
て
自

己
を

あ
ら

し
め

る

、

「
自
己

自
身

と

関
係

す

る
否

定

的
統

一
」

と

し

て
力

で
あ

る
(
i
b
i
d
.
)

。

こ
う

し

て
力

と

そ

の
外

化

の

相

関

は

「
そ

れ
ぞ

れ

の
項

が
他

の
項

と

同

一
の
も

の

で
あ

る
」

(ibid.)

相

関
、

「
誘
発

す

る
力

」

と

「誘
発

さ
れ

る
力

」

の
相
関

で
あ

る
。

こ

の
力
と

力

の
相
関

に
お

い
て

一
方

の
力

は
他
方

の
力

を
自

身

の
動

因

 (AnstoB)

と

す

る
。

力

は

自
分
自

身
を

も
う

一
つ
の
力

と

し

て
突

き

放

す
(
a
b
s
t
o
B
e
n
)
こ
と

に

よ

っ

て
、

自

身

を

誘

発

す

る

動

因

を

前

提

(
v
o
r
a
u
s
s
e
t
z
e
n

)

し
、

同
時

に
自

分
自

身

を
措

定

す

る
。

力

は

こ
う

し

て
自

己
を

外

化

し
な

が
ら

、

こ

の
外
在

性

を
否
定

し

、

こ
れ

を
自

分

自
身

の
下

で
措

定

す

る
能

動
性
(
T
a
t
i
g
k
e
i
t
)
で
あ

る
。

こ

の
力

は

そ

の
規
定
性

に
お

い
て
は

「
誘

発
す

る
力
」

と

「
誘
発

さ

れ

る
力

」

の

区

別

で
あ

る
が
、

こ

れ

は
相
互
的

な
も

の
で
あ

る

の
で
、
も

は

や
こ
う

し

た
区

別

は
存
在

し

な

い
。

こ

こ
に

「
両
規

定

の
本
質

的

同

一
性

」

が
生

じ

る

(
V
I
.
1
7
7

)
。

こ
う

し

て
力

は

誘
発

さ

れ

る
こ
と

に

よ

っ
て
誘

発
す

る

も

の
、
誘

発

す

る

こ
と

に

よ

っ
て
誘

発

さ
れ

る
も

の
で
あ

り
、

力

の
前

提

す

る
作

用

は
同

時

に
自

己
自

身

へ
の

還

帰

で

あ

る

。

「
力

が

外

化

し

て

[表

現
し

て
]

い
る

の

は
、
力

の
外
在

性

は
力

の
内
在

性

と

同

一
で
あ

る

と

い
う

こ
と

で
あ

る
」

(
V
I
.
1
7
9

)
。

こ
れ
が

「
力

の
無
限
性

」

で
あ

る
。

四

「
C

外
的
な
も
の
と
内
的
な
も
の
の
相
関
」

次

の

「
C

外

的

な
も

の
と
内

的

な

も

の
の
相

関
」

に
お

い
て
、
初

め

て

「
外

的
な

も

の
」
と

「内

的

な
も

の
」

と

い
う

概
念

そ

の
も

の
が
考
察

さ
れ
展

開

さ
れ

る
。
と

は

い
え

、

こ
こ
ま

で
見

て
き

た

よ
う

に

「
力

と
そ

の
発

現
」
と

は
す

で
に

「内

的

な
も

の
」

と

「
外
的

な
も

の
」

の
相

関
を

示

し

て

い
た
。

こ

こ
で
は

、
力

の
無

限
性

と
し

て
示

さ

れ
た

「外

的

な
も

の
」

と

「
内
的

な
も

の
」

の
同

一
性

に

つ
い
て
、

「
内

容
」

と

「
形

式
」

と

い
う

二

つ
の
側

面

か
ら
検

討

さ

れ
、

こ

の
両

側
面

に
照

ら

し
て
、

い
か

に
し

て

「
内

的

な
も

の
」

と

「外

的

な
も

の
」

と
が

統

一
さ

れ
う

る

の
か

が
明

ら
か

に
さ

れ
る
。

(1)

「
外

的

な
も

の
」

と

「内

的

な
も

の
」

の

「内

容
」

と

し

て

の
同

一
性

ま
ず

こ

こ

で
生

じ

て

い
る
力

と
そ

の
外
化

と

の
統

一
は

「
内
容

と

し

て

の
同

一
性

」

(
V
I
,
1
8
4

)

で
あ

る
。

こ

れ
は

「
内
的

な

も

の
」
と

「外

的

な

も

の
」

の

「
し

っ
か
り

し
た

統

一
 
(
d
i
e
 
g
e
d
i
e
g
e
n
e
 
E
i
n
h
e
i
t
)

、

「
絶



対
的

な
事

柄
(
d
i
e
 
a
b
s
o
l
u
t
e
 
S
a
c
h
e
)
 
」
(
V
I
.
 
1
8
0
)

と

よ
ば

れ
、

「
外
的

な

も

の
」
と

「内

的

な
も

の
」

と

い
う

規
定

性

を
そ

れ
自
体

解

消

し

て
し
ま

う

、
両

規
定

の
基

体
と

な

る

べ
き
統

一
で
あ

る
。

こ

の
統

一
は
、

「
外

的

な
も

の
」
と

「
内

的

な
も

の
」
と

い
う

両
形
式

規
定

に
は
無

関
心

で
あ

り
、

外
的

に

そ
れ

ら
を

持

っ
て

い
る
に
す

ぎ
な

い
。

こ

こ
に

お

い
て
、

「内

的

な

も

の
」

と

「
外

的

な
も

の
」

と

い
う

形

式

規
定

は
、

こ
の

〈
内
容
と

し

て

の
統

一
〉

と

い
う

他
者

の
中

に
自

身

の
存

立
を

持

つ
こ
と

に
な

る
。

こ
こ

で
我

々
が
注

意
す

べ
き

で
あ

る

の
は

、
こ

の
統

一
は
、
形

式

規
定
と

し

て

の
両
者

か
ら

そ
れ
自

身
区

別

さ

れ

て
し
ま

っ
て
お
り

、

そ

の
限
り

で
再

び

こ

の
統

一
は

「
内

的
な

も

の
」

と

い
う

一

形
式

規

定

に
な

っ
て

い
る

こ
と

で
あ

る
。

つ
ま

り

、

「内

的
な

も

の
」

と

「
外

的

な
も

の
」

の

「統

一
」

と

「
区

別
」

が

、
再

び

そ

れ
自

体

「
内

的

な
も

の
」

と

「
外

的
な
も

の
」

の
区

別

に
な

っ
て
し
ま

っ
て

い
る
。

こ
れ

は
無

限
後

退
と

い
う

悪
無

限

を
引

き
起

こ
す

こ
と

に
な

る
だ

ろ
う

。

と

い

う

の
も

、

こ
の
統

一
と
区

別

が
再

び
統

一
さ

れ
た

と
し

て
も

、

こ

の
統

一

が

さ

ら

に
両

者

の
区

別
と

対

立

す

る

こ

と

に
な

っ
て
し

ま
う

か
ら

で
あ

る

。

(2)

「外的なもの」と「内的なもの」の「純粋形式」としての同一性次にへーゲルは、この内容と区別される限りでの形式規定の方に注目する。形式規定としての「内的なもの」は「自己内反省ないし本質性という形式」、「外的なもの」は「他者へと反省した直接性ないし非本質性という形式」であるとされる(VI.181)。力の無限性において示されていた、前提的反省と自己内反省との統一はこの両形式の同一性を示すものであった。「力は、その外化において前提する規定作用と自己内へ還帰する規定作用が同じ一つのものであるということである」(ibid.)。従ってこの両者の統一は「端的に唯一の同一性」をなしてはいるが、前節において提示されていたような、充実した内容としての同一性ではない。これは区別でありながら同時に同一性でもあるという「純粋に抽象的な媒介」であるにすぎず、「内的なものはそれが内的なものであるが故に外的なものであり、外的なものはそれが外的なものであるが故に内的なものである」

である」(ibid.)

という直接的な両者の統一にすぎないのである。その限りでこの統一は「規定性として措定されたままにとどまって」(VI. 182)おり、「全体の実在的な総体性ではなく、形式の規定においてあるにすぎない総体性、あるいはそうした事柄そのもの」(VI. 181)であるにすぎない。こうした統一において、「内的なもの」という規定は「形式に関しては本質の完成」ではあるが、「外的なもの」という他者との関係においてのみあり、自分が欠けたものであることを示している。これと同時に「外的なもの」もまた「内的なもの」との関係の内にあるにすぎないことを示している。こうした反照的関係において両者の一方は他方の存在を示しているのである。しかしここでより重要であるのは、このそれぞれがそれにとどまらずにまた



「
両
者

の
総
体

性

を
指

し
示

し

て
い
る
」

(
V
I
.
1
8
2

)
と

い
わ

れ

て

い
る
点

で
あ

る
。

こ

の

「
両
者

の
総
体
性

」
と

は
ま

さ

に
両
者

の
根

底
と

な

る

べ

き

先

の
内

容

と

し

て

の

同

一
性

な

の

で
あ

り

、

「
指

し

示

す

(a
u
f
…
h
i
n
w
e
i
s
e
n

)
」

と

い
う

語

は

形
式

と

し

て

の
両

者

の
統

一
性

、
規
定

性

の

同

一
性

が

、

こ
う

し

た
充

実

し
た

両
者

の
総
体

性

か
ら

切
り

離

さ
れ

て

い

る
、

そ

の
距
離

の
大
き

さ

を
表
し

て

い
る
。

こ
う

し

て

「
両
者

の
媒

介

は
ま

だ
両
者

を
含

み
込
む

こ
の
同

一
的

な
根

底

を

欠

い
て
」
(
i
b
i
d
.
)

お
り
、

従

っ
て

こ

の
両

規

定

の
直

接

的
反

転

は

「単

純

で
、
内
容

を

欠

い
た

点
」
(
i
b
i
d
.
)

に
よ

っ
て
結

び

つ
け
ら

れ

た
統

一
で
あ

る

に
す

ぎ
な

い
。

(3)

第

三

の
同

一
性

今

や
右

で
示

さ
れ

た

二

つ
の
同

一
性

の
同

一
性

が
示

さ

れ
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

第

一
の

「
内

容

と
し

て

の
同

一
性

」

は

「
内

的

な
も

の
」

と

「
外
的

な

も

の
」

と

い
う

区

別
に

は
無

関
心

な

、

そ
れ

ら

の
区

別

の
根

底

と

な

る
同

一
性

で
あ

っ
た

。
し
か

し
、

こ

の
同

一
性

は
再

び
形
式

規
定

と

対

立

し

て
、
無

限
後

退
を

引
き
起

こ
す

の
で
あ

る
。
第

二
の

「純

粋
形

式

と

し

て

の
同

一
性

」

は
両

形
式
規

定

の
区

別

の
同

一
性

、
無

媒
介

で
直

接

的

な

同

一
性

で
あ

っ
た
。

し

か
し

ま
た

、

こ
の
同

一
性

は
内

容

に
は
無

関

心
(
g
l
e
i
c
h
g
u
l
t
i
g
)

で
空

虚

な
同

一
性

と

し

て
提
示

さ

れ

て

い
た

に
す

ぎ

な

い
。
我

々
は

こ

の
二

つ
の
同

一
性

の
区

別

の
う

ち

に
カ

ン
ト

の
区
別

し

た

二

つ
の

「内

的

な

も

の

」
を
見

る

こ
と

が

で
き

る

。

〈純

粋

悟
性

の
対

象

と

し

て

の

「
内

的

な
も

の
」
〉

は
区

別

や
関

係
を

一
切
持

た

な

い
実

体

で
あ

っ
た

。
第

一
の
同

一
性

は

そ
う

し
た

区
別

な

い
し
関

係

に
無
関

心
な

「
内

的
な

も

の
」

な

の
で
あ

る
。

そ

れ

に
対

し

て
カ

ン
ト
が

〈感

性

的
経

験

の

対
象

に

お

け

る

「
内

的

な
も

の
」
〉

と

し

た

、
関

係

で

し

か

な

い

「
内

的
な

も

の
」

は

、

へ
ー
ゲ

ル
が

第

二

の
同

一
性

に

お

い
て

「
外

的

な

も

の
」
と

の
反

転
関

係
を

示
し

た
単

な

る
形
式

規
定

に

お
け

る

「内

的
な

も

の
」

で
あ

る
。

こ

の

「内

的

な
も

の
」

は

「
純
粋

悟
性

の
対

象
」

と

し

て

の
充
実

し
た

実
体

か
ら

は
切

り
離

さ

れ

て
お
り
、

こ
れ
を
指

し
示

す

だ

け

で
あ

る

。

「
内

的

な

も

の
」

は

常

に

「
外
的

な

も

の
」
と

対

立

し

て

、

一
つ

の
外
的

な

形
式

規
定

と
な

っ
て
し
ま

う
。

そ
う

し

て
現
象

界

に
お

い

て

い
く

ら
無

限

に
内

的
な
も

の
を

た

ど

っ
て
も

、
真

の
実

体

に
た
ど

り
着

く

こ
と
は

で
き

な

い
。

し

か
し

こ

こ
で

へ
ー
ゲ

ル

は
、

こ

の
両

同

一
性

が

コ

つ
の
総
体

性

の

両
側

面

に
過

ぎ
ず

」
、
そ

れ
自

身

第

二

の
形

式
的

統

一
に
お

い
て
示

さ

れ

た
よ
う

な

コ

方

の
他
方

へ
の
直

接

的
反

転
」

関
係

を
帰

結
す

る
も

の
に

ほ
か

な
ら

な

い
と

い
う
 
(
V
I
.
 
1
8
4
)

。

つ
ま

り
、

へ
ー
ゲ

ル
に

よ

れ
ば
後

者

の
同

一
性

が
実

は
前

者

の
同

一
性

を
契

機
と

し

て
含

ん

で
し

ま

っ
て

い

る

の
で
あ

る
。

第

一
の
同

一
性

が

「
内
的

な
も

の
」
と

「外

的
な

も

の
」
と

い
う

形
式

的
区

別
に
無

関

心

で
は
あ

り
え

な

い
こ
と

は
す

で
に

い
わ

れ

て
お
り

、
ま

さ
に

そ
れ
故

に
無

限
後

退

が
帰
結

す

る

の

で
あ

っ
た

。
し

か
し

、
無

限
後

退

は

こ

の
両
規
定

性

の
外

に
さ
ら

に
ま
た

全
く

こ

の
規
定

性
と

は
関

わ
ら

な

い
無

関
心

な

同

一
性

が

あ

る
と

「前

提

」

さ
れ

る
が
故

に
起

こ
る

の
で

あ

っ
た
。

こ

こ
で

へ
ー
ゲ

ル
は
、

こ
う

し

て
前

提
さ

れ
た

「
根

底
」

と
し

6
0



て

の
同

一
性
が

、

そ
れ
自

身

そ
も
そ

も

一
形
式

に

過
ぎ
ず

、

形
式

的
区

別

に
と

っ
て
無
関

心

な
も

の
と

し

て
、

措
定

さ

れ

て

い
た

に
す

ぎ
な

い
と

い

う

の

で
あ

る
。

つ
ま

り

こ

の
根

底

は

「
前

提

」

さ

れ

る

こ
と

に

よ

っ
て

「
措
定

」

さ
れ

て

い
た

に
過

ぎ

な

い
の

で
あ

る

。

「
根

底

で
あ

り
内
容

で
あ
る
総

体
性

が

こ
う

し
た
自

己

へ
と

反
省

し

た
直

接
性

で
あ

る
の
は

た
だ
形

式

の
前
提

的

反
省

に
よ

っ
て

の
み

で

あ

る
。

こ

の
反
省

は
形
式

の
区

別

を
止

揚
し

、
自

ら
を

無
関

心

な
同

一
性

と
し

て
、
反
省

さ

れ
た
統

一
と
し

て
、

こ
う

し
た

区
別

に
対

し

て
措

定
す

る
」
 
(
V
I
.
 
1
8
4
)

。

こ

こ
で

へ
ー
ゲ

ル
は

こ
の

二

つ
の
同

一
性

の
関
係

そ

の
も

の
に
、

第

二

の

形
式

規
定

と

し

て

の
同

一
性

の
論

理

を

当

て
は

め

る

こ

と

が

で
き

る
。

「
力
と

そ

の
外
化

の
相
関

」

の
よ
う

に
、

「
内

的
な

も

の
」

は

「
外

的

な
も

の
」

を
自

ら

の
動

因

と

し

て
前
ー

措
定
 
(
v
o
r
a
u
s
-
s
e
t
z
e
n
)

す

る

こ
と

に

よ

っ
て
、

こ
の
他
者

を
自

ら

の
契
機

と

し

て
自

己

の
内

に
措
定

し
、
自

己

の
能

動

性

を
確

立

す

る

の
で
あ

っ
た
。

内
容

と

し

て

の
同

一
性

も

ま

た
、

形
式

が
自

身

の
存
立

の
た
め

に
、
自

ら

を
己

の
他
者

と

し

て
措
定

し

た
も

の
に
ほ

か

な
ら

な

い
。

つ
ま
り

、

「
内

容
と

し

て

の
同

一
性

」

そ

れ
自

体

が
実

は

「
形
式

に
無

関
心

な
」

も

の
と

し

て
措

定

さ
れ

た

一
形
式

で
あ
る

に
す

ぎ
な

い
の

で
あ
る

。

こ
う

し

て
こ

こ

で
生

じ

た
両

同

一
性

の
同

一
性

は
、
自

己

で
あ

る
他

者

と

の
媒

介
を

通

じ
て

、
自

己
と
直

接

的

に
関

わ

っ

て

い
る
同

一
性

で
あ

る

。
こ

の
直
接

的

な
同

一
性

で
あ

る
と

同
時

に
媒
介

さ
れ

た
同

一
性

で
あ

る
も

の
が

「内

的

な
も

の
11
実

体
」

で
あ

る
。

へ
ー

ゲ

ル
に
お

け
る
内

的

な
も

の
と

は
同

時

に
外

的

な
も

の
、

形
式

で
あ

る
も

の
で
あ

り
、
自

己

を
否

定

し

な
が

ら
自

己
を
成

立
さ

せ

る
能
動

的
自

己

関

係
性

な

の
で
あ

る
。

(4)

小
括

さ

て
、

こ
こ
ま

で
我

々
は

、

ヘ
ー
ゲ

ル
に

お
け

る

「外

的
な

も

の
と
内

的

な
も

の
の
相
関

」
を

「
力

と
そ

の
外
化

」

の
節
と

あ
わ

せ

て
少

し
詳
細

に
見

て
き

た
。

で
は

、

こ
れ

は
先

に
見

た
カ

ン
ト

に
お
け

る

「
内
的

な

も

の
と
外

的
な

も

の
」
並

び
に

そ

の

「
実
体

」
概

念

に
対
し

て

い
か
な

る
意

味

を
持

つ
で
あ

ろ
う

か

。
右

で
見

た
よ
う

に

カ

ン
ト
は
、

空
間

に
お
け

る

実
体

は
、
力

と

い
う

関
係

に
よ

っ
て
し

か
認
識

さ

れ
な

い
と
考

え

て

い
た
。

そ

こ
か

ら
我

々

が
関
係

を

取

り
除

い
た

し
て
も

、
そ

こ
に
は
、

何
も

見

い

だ

さ
れ

な

い
。
現

象

に

お

い
て
我

々
は
真

の
実

体
を

知

る
こ
と

が

で
き

な

い
の
で
あ

る
。
例

え

ば
重

さ

(重
力

)

に
よ

っ
て
空

間

に
お
け

る
実

体

の

存
在

を

確

か
め

る
こ
と

が

で
き

る
だ
ろ
う

。

し
か
し

、
重

さ
そ

の
も

の
は

決

し

て
実

体

で

は
な

い
。
重

さ
は

、
あ

る
物

体

と
物

体

の
間

に
働
く

力

、

つ
ま

り
そ

の
関
係

に

す

ぎ

な

い
の
で
あ

る
。

「
力

と

そ

の
外
化

」
に

お

い

て

へ
ー
ゲ

ル
が
展

開
し

た
論

理
は

、
す

で
に

こ
う

し
た
発

想
を

退
け

て

い

る
。
ま

ず
、
実

体

と
し

て

の
物

質

は
、
力

の
外

化

で
あ

る
。
実

体
が

力
を

持

つ
の
で
な
く

、

力
が

む
し

ろ
実
体

を
措

定
す

る
。

し

か
し
、

実
体

の
側

も

ま
た

、
力

を
措
定

す

る
力

で
あ

る
。

こ

の

「
両
力

の
遊

戯
」

に
お

い
て

力

と
物

質

の
区

別

、
力

と
力

の
区
別

は

消
滅

す

る
。

そ

こ

に
あ

る

の
は

、

一
つ
の
力

の
否

定

的
自

己
関

係

で
あ

る

。

「外

的

な

も

の
と
内

的
な

も

の

の
相

関

」
は
ま

さ

に

こ

の
運
動

を
純
粋

に
概
念

的

に
展
開

し

て

い
る
。

は

6
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じ
め
想
定
さ
れ
た
絶
対
的
な
内
的
な
も
の

(カ
ン
ト
が
純
粋
悟
性
の
対
象

に
お

い
て
み
る
よ
う
な
)
は
、
相
対
的
な
内
的
な
も
の
と
外
的
な
も
の
の

無
限
後
退
を
通
じ
て
は
決
し
て
到
達
さ
れ
な
い
。
し
か
し
こ
こ
に
想
定
さ

れ
て
い
た
絶
対
的
な
内
的
な
も
の
は
、
実
は
相
対
的
な
内
的
な
も
の
と
外

的
な
も

の
の
関
係
に
よ
っ
て
前
提
さ
れ
て
い
る
も
の
と
し
て
、
単
な
る
思

惟
物
(
G
e
d
a
n
k
e
n
d
i
n
g
)

に
す
ぎ
ず
、
む
し
ろ
相
対
的
な
関
係
の
効
果
と

し
て
あ
る
。
そ
の
限
り
で
こ
の
絶
対
的
に
内
的
な
も
の
は
、
相
対
的
な
関

係
に
回
収
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

さ
て
こ
う
し
た
理
解
は
、
へ
ー
ゲ
ル
に
お
け
る

「外
的
な
も
の
」
と

「内
的
な
も
の
」
を
カ
ン
ト
の
そ
れ
と
比
較
す
る
こ
と
で
可
能
と
な
る
解

釈
で
あ
る
。
し
か
し
、
へ
ー
ゲ
ル
が
こ
こ
で

「実
体
」
に
言
及
す
る
こ
と

は
な

い
。
「実
体
」
が
登
場
す
る
の
は
、
本
質
論
の
最
後
の
章

「絶
対
的

相
関
」
の
第

一
の
相
関

「実
体
性
の
相
関
」
に
お
い
て
で
あ
る
。
こ
こ
で
、

へ
ー
ゲ

ル
は
カ
ン
ト
が
実
体
と
属
性
を

「持
続
的
な
も
の
」
と

「変
化
」

と
規
定
し
た
よ
う
に
、
静
的
な
も

の
と
動
的
な
も
の
と

い
う
規
定
を
与
え

て
い
る
。
た
だ
し
こ
の
実
体
と
偶
有
性
の
関
係
は
二
義
的
で
あ
る
。
実
体

と
偶
有
性
は
互
い
に
区
別
さ
れ
て
い
る
と
同
時
に
、
偶
有
性
は
実
体
の
あ

り
方
と
し
て
し
か
存
在
せ
ず
、
そ
の
限
り
で
は
実
体
と
同

一
の
存
在
で
あ

る
。
し
か
し
、
実
体
は
そ
れ
自
身
と
し
て
は
認
識
不
可
能
で
あ
り
、
我
々

が
知
る
こ
と
の
で
き
る
の
は
偶
有
性
の
み
で
あ
る
。
実
体
は
偶
有
性
を
通

じ
て
前
提
さ
れ
る
こ
と
で
初
め
て
生
じ
る
。
つ
ま
り
、
偶
有
性
は
実
体
を

あ
と
づ
け
的
に
生
み
出
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
「直
接
的
な
も
の
を
止
揚

す
る
行
為
に
お
い
て
こ
の
直
接
的
な
も
の
そ
の
も
の
が
生
じ
、
か
の
映
現

が
存
在

す

る
。
自

己
自

身

か
ら

の
開

始

が
初

め

て
、

そ

こ
か
ら

始

め
ら

れ

る

こ

の
自

己
自
身

の
措

定

で
あ

る
」
 
(
V
I
.
 
2
2
0
)

。

そ

の
結

果

、
偶
有

性

は

実
体

を
生

み
出

す
力

で
あ

る
と

見
な

さ

れ
、

同
時

に
ま
た

実
体

そ

の
も

の

も
偶

有
性

を
生

み
出

す

こ
と

に
よ

っ
て
自

己

を
生

み
出
す

力

と
捉
え

ら

れ

る
。

つ
ま

り
、

両
者

は

い
ず

れ
も
動

的

で
あ

り
、
他

を
生

み
出

す

こ
と

に

よ

っ
て
自

己

で
あ
る

同

一
の
自

立
し

た
運

動
と

見
な

さ
れ

る
。

こ

の

「
絶
対

的
相

関
」

で

は
、

こ

の
あ
と

「
因

果
性

の
相

関
」

と

「相

互
作

用

」
と

い
う

カ

テ
ゴ

リ
ー

が
展

開

さ

れ

る
こ

と

に
な

る
。

し

か
し

、

我

々
が

「
外
的

な
も

の
と

内
的

な
も

の
の
相

関
」

を
通

じ

て
見

た
論

理

が

こ
こ

で
も

見

ら

れ

る

こ
と

は
明

ら
か

で
あ

ろ
う

。

「
実
体

性

の
相

関

」

に

お
け

る

「
実
体

」
と

「
偶

有
性

」

の
関
係

は

「
内
的

な
も

の
」

と

「
外
的

な
も

の
」

の
関

係
同
様

、
否

定

的
自

己
関

係
を

帰
結

す
る

。

結

論

こ
う
し
て
ヘ
ー
ゲ
ル
は
関
係
性
と
し
て
の
カ
ン
ト
の
現
象
に
お
け
る
実

体
概
念
を
徹
底
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
カ
ン
ト
が

「純
粋
悟
性
の
対
象
」

の
領
域
に
残
し
て
い
た
伝
統
的
形
而
上
学
に
お
け
る
実
体
概
念
を
解
体

し
、
む
し
ろ
実
体
そ
れ
自
体
が
関
係
の
総
体
で
あ
る
こ
と
を
示
す
。
し
か

も
こ
の
関
係
は
カ
ン
ト
に
お
い
て
そ
う
で
あ

っ
た
よ
う
に
外
的
な
関
係
で

は
な
く
、
自
己
関
係
で
あ
り
、
ま
さ
に
他
を
産
出
す
る
こ
の
自
己
関
係
性

こ
そ
が
へ
ー
ゲ
ル
の
い
う
実
体
で
あ
る
。

右
で
見
た
よ
う
に
カ
ン
ト
は
す
で
に
現
象
界
の
実
体
が
関
係
以
外
の
何



も
の
で
も
な
い
こ
と
を
指
摘
し
て
い
た
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
結
局
は
伝

統
的
な
実
体
概
念
に
固
執
し
た
た
め
に
現
象
と
は
別
の
場
所
に
も
う

一
つ

の
実
体
を
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
へ
ー
ゲ
ル

は
そ
う
し
た
伝
統
的
な
実
体
概
念
そ
の
も
の
を
解
体
す
る
。
へ
ー
ゲ
ル
の

把
握
に
よ
れ
ば
、
こ
う
し
た
超
越
的
な
実
体
は
、
前
提

(前
ー
措
定v
o
r
a
u
s
-
s
e
t
z
e
n
,

)
さ
れ
る
も
の
に
す
ぎ
な
い
。
し
た
が
っ
て
へ
ー
ゲ
ル
は

現
象
界
に
お
い
て
不
可
避
で
あ
る
無
限
後
退
を
徹
底
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
外
的
な
も
の
と
内
的
な
も
の
の
相
互
反
転
を
示
し
、
こ
れ
が
む
し
ろ

,

自
己
関
係
的
な
産
出
作
用
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
。

こ
う
し
た
へ
ー
ゲ
ル
の

「内
的
な
も
の
11
実
体
」
理
解
は
近
代
形
而
上

学
の
歴
史
に
お
い
て
い
か
な
る
意
義
を
持

つ
で
あ
ろ
う
か
。
「は
じ
め
に
」

で
見
た
、
講
壇
哲
学
か
ら
カ
ン
ト
へ
の
展
開
に
照
ら
し
て
見
て
み
る
と
、

へ
ー
ゲ
ル
の
こ
の
実
体
理
解
は
、
二
重
の
意
義
を
持

つ
。
つ
ま
り
、

一
方

で
、
カ
ン
ト
の
批
判
を
継
承
し
、
伝
統
形
而
上
学
的
な
実
体
概
念
を
カ
ン

ト
よ
り
も
徹
底
的
に
解
体
し
な
が
ら
、
他
方
で
は
、
講
壇
哲
学
の
持

っ
て

い
た
、
感
性
的
制
約
を
顧
慮
し
な
い
論
理
学
と
存
在
論
の
一
致
を
新
た
な

形
で
獲
得
し
て
い
る
。

こ
こ
で
問
題
と
し
て
残
る
の
は
こ
の
後
者
の
側
面
で
あ
ろ
う
。
カ
ン
ト

は
、
「
内
的
な
も
の

(実
体
)」
が
我
々
の
認
識
の
限
り
に
お
い
て
は
、
関

係
の
総
体
で
し
か
な
い
こ
と
を
示
し
な
が
ら
、
感
性
的
直
観
と

い
う
、

我
々
の
悟
性
の
形
式
に
汲
み
尽
く
さ
れ
な
い
領
域
を
あ
く
ま
で
保
持
し
よ

う
と
し
て
い
た
。
い
や
、
む
し
ろ
そ
も
そ
も
こ
の
感
性
的
直
観
と
い
う
制

約
の
故
に
、
カ
ン
ト
は
存
在
に
適
用
可
能
な
も
う
ひ
と
つ
の
論
理
学
、

「超
越
論
的
論
理
学
」
を
必
要
と
し
た
の
で
あ
る
。
へ
ー
ゲ
ル
は
関
係
の

集
積
と
し
て
の
実
体
と
い
う
カ
ン
ト
の
現
象
に
お
け
る
実
体
概
念
を
拡
張

し
な
が
ら
、
カ
ン
ト
に
お
け
る
こ
う
し
た
感
性
的
制
約
の
側
面
を
無
視
し

て
し
ま
っ
て
い
る
と
い
え
る
。

し
か
し
、
感
性
的
実
体
は
関
係
を
通
じ
て
し
か
認
識
さ
れ
え
な
い
と
い

う
カ
ン
ト
の
主
張
に
従
え
ば
、
我
々
は
そ
こ
に
あ
る
の
が
関
係
に
す
ぎ
な

い
の
か
、
そ
れ
と
も
そ
の
関
係
の
先
に
本
当
に
実
体
が
あ
る
の
か
を
知
る

す
べ
は
な
い
。
カ
ン
ト
は
右
で
見
た
純
粋
悟
性

の
対
象
同
様
、
こ
う
し
た

経
験
的
実
体
を
想
定
す
る
し
か
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
想
定
も

ま
た
形
而
上
学
的
想
定
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
へ
ー
ゲ
ル
は
こ
の
想

定
を
放
棄
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
関
係
と
し
て
の
実
体
概
念
を
徹
底
し
て

展
開
し
た
。
そ
こ
に
自
己
関
係
性
と
し
て
の
へ
ー
ゲ
ル
の
逆
説
的
実
体
概

念
が
生
じ
る
の
で
あ
る
。

註

へ
ー
ゲ

ル
か
ら

の
引

用

は
、
全

て
ズ

ー
ル
カ

ン
プ
版
全

集

に
よ

る
。

G
.
W
.
F
.
 
H
e
g
e
l
,
 
W
e
r
k
e
 
i
n
 
z
w
a
n
z
i
g
 
B
a
n
d
e
n
,
 
F
r
a
n
k
f
u
r
t
 
a
.
 
M
.

括
弧
内

に
ロ

ー

マ
数
字
で
巻
数
を
示
し
た
あ
と
ペ
ー
ジ
数
を
示
す
。

カ
ン
ト

の

『純
粋

理
性

批
判
』
は
、
K
r
V
と
し
、
第

一
版
を

A
、
第

二

版

を
B
で
示
す
。I
m
m
a
n
u
e
l
 
K
a
n
t
,
 
K
r
i
t
i
k
 
d
e
r
 
r
e
i
n
e
n
 
V
e
r
n
u
n
f
t
 
(
E
r
s
t
e

 Ausgabe, 1781, Zweite Ausgabe, 1787), Hamburg, 1965.

な
お

[

]
内

は
全

て
引
用
者

の
補
足
、

(

)
内
は

へ
ー
ゲ
ル
自
身
に

よ
る
も

の
、
あ
る

い
は
原
語
を
示
す
際

に
用

い
、
傍
点
は
原
文
が
斜

体
あ

る
い
は
隔
字
体

で
あ
る

こ
と
を
表
す
。
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(1
)
 
H
.
 
H
e
i
m
s
o
e
t
h
,
 
M
e
t
a
p
h
y
s
i
k
 
d
e
r
 
N
e
u
z
e
i
t
,
 
M
i
i
n
c
h
e
n
,
 
1
9
6
7
,
 
S
.
8
5
f
f
.

(北
村
武

史
訳

『近

代

の
形
而
上
学
』
、
法
政
大
学
出
版
局
、

一
九
九
九

年

、

一
五
二
頁

以
下
)
。
ま

た
、
以
下
も

同
様

の
指
摘
を

し
て

い
る
。

H
.
F
.
F
u
l
d
a
,

上
妻
精
編

『
カ
ン
ト
と

へ
ー
ゲ
ル
ー
形
而
上
学
と
弁
証
法
』

晃
洋
書

房
、

一
九
九

四
年
、
特

に
第

二
論
文

「
カ

ン
ト
に
お
け
る
形
而

上
学
」
、
お
よ
び
久
保
陽

一

「
カ
ン
ト

の
形
而
上
学
に
関
す
る
若
干

の
考

察

」

『
へ
ー
ゲ

ル
論

理
学

の
基

底
』
創
文
社

、

一
九
九
七
年

。
「
実
践

的

.
定
説
的
形
而
上
学
 
(
p
r
a
k
t
i
s
c
h
-
d
o
g
m
a
t
i
s
c
h
e
 
M
e
t
a
p
h
y
s
i
k
)

」
と

い
う
表
現
は

ハ
イ
ム
ゼ
ー
ト

の
言
葉
 
(
H
.
 
H
e
i
m
s
o
e
t
h
,
 
i
b
i
d
.
 
S
.
8
5
.

前
掲

訳
書
、

一
五
四
頁
)
。

(2
)
 
カ
ン
ト
の

『純
粋
理
性
批
判
』
を
存
在
論
と
し
て
解
釈
す
る
立
場
と
し

て
は
、
G
.
M
a
r
t
i
n
,
 
I
m
m
a
n
u
e
l
 
K
a
n
t
:
 
O
n
t
o
l
o
s
i
e
 
u
n
d
 
W
i
s
s
e
n
s
c
h
a
f
t
s
t
h
e
o
r
i
e
,
K
o
l
n
,
 
1
9
5
1
.

門
脇
卓
爾
訳

『
カ
ン
ト

”
存
在
論
お
よ
び
科
学
論

』
岩
波
書

店

、

一
九
六
二
年
、

久
保
前

掲
論
文
、
山
本
道
雄

「先
験
的
論
理
学
の

構
想
を
め
ぐ
る
諸
問
題
ー
カ

ン
ト
の

『ア

・
プ
リ
オ
リ
』

の
概
念
な
ら
び

に
先
験
的
論
理
学

の
存
在
論
的
起
源
に

つ
い
て
」

『神
戸
大
学
文
学
部
紀

要
』
二
二
、
神
戸
大
学
大
学
院
文
化
学
研
究
科

、

一
九
九
五
年
。
こ
こ
で

い
う
存
在
論
は
、

ハ
イ
デ
ガ
ー
が
い
う
意
味
で
の
存
在
論

の
実
存
的
理
解

と
は
さ
し
あ
た
り
区
別
さ
れ
る
。

(3
)
 
こ
の
補
説

の
重
要
性
を
指

摘
し
た
も

の
と
し
て
M
a
r
t
i
n
 
H
e
i
d
e
g
g
e
r
,
K
a
n
t
s
 
T
h
e
s
e
 
i
i
b
e
r
 
d
a
s
 
S
e
i
n
,
 
i
n
“
W
e
g
m
a
r
k
e
n
”
,
 
G
e
s
a
m
t
a
u
s
g
a
b
e
 
B
a
n
d
 
9
,
 
F
r
a
n
k
f
u
r
t
 
a
.
M
.
,
 
1
9
7
6
.

上
山
春
平

『歴
史
と
価
値
』
岩
波
書
店
、

一

九

七
二
年
、
牧
野
英

二

『
カ

ン
ト
純
粋
理
性

批
判

の
研
究
』
法

政
大
学

出
版
局
、

一
九
八
九
年
、
第

二
章
。

(4
)
 
四
組

の
反

省
概

念
と
は

「
一
様

性
E
i
n
e
r
l
e
i
h
e
i
t

」

と

「
差

異
性

V
e
r
s
c
h
i
e
d
e
n
h
e
i
t
.
」
、

「合
致
性
E
i
n
s
t
i
m
m
u
n
g

」
と
「
対
抗
性
W
i
d
e
r
s
t
r
e
i
t
」

、
「内

的
な
も

の
d
a
s
 
I
n
n
e
r
e
.

」
と

「外

的
な
も
の
d
a
s
 
A
u
B
e
r
e

」
、
「
質
料

 
M
a
t
e
r
i
e

」
と

「形
式

「
F
o
r
m

」
で
あ

る
。

(
5
)
 
た
と
え

ば

「合

致
性
」

と

「差
異
性
」

に
対
応
す
る

ラ
イ
プ

ニ
ッ
ツ

の

「
不
可
識
別
者

同

一
の
原
理
」

は
、
論

理
学

に
お
け
る
同

一
律
に
基

づ
く
存
在

論
的
原
理
で
あ
る
が
、
空
間

と

い
う
感
性

の
形
式
に
属
す
る

現
象
に
は
妥

当
し
得
ず

、
た
だ
純
粋
悟
性

の
対
象

に
の
み
あ

て
は
ま
る

と
さ
れ
る
(
K
r
V
.
 
B
3
1
9
f
.
)

。

(
6
)
 
ア
デ
ィ

ッ
ケ
ス
も
ま

た
、
現
象

に
関

し
て
は
そ
の
適
用
が
制
限
さ
れ

て

い
る
、
同

一
律

、
矛
盾
律
、
排
中
律
と

い
っ
た

一
般
的
論
理
学

の
法

則
が
物
自
体

に
妥

当
す

る
と

い
う

こ
と
を

、
カ
ン
ト
は
自
明
と
考
え
て

い
た
こ
と
を
指
摘

し
て
い
る
。
E
.
A
d
i
c
k
e
s
,
 
K
a
n
t
 
u
n
d
 
d
a
s
 
D
i
n
g
 
a
n
 
s
i
c
h
,
 
B
e
r
l
i
n
,
 
1
9
2
4
,
 
S
.
5
9
.

(赤
松
常
弘
訳

『
カ
ン
ト
と
物
自
体
』
法
政
大
学

出
版
局
、

一
九
七

四
年
、
七
〇
頁
以
下
)
。

(
7
)
 
つ
ま
り
"
S
 
1
s
t
 
P
.
"

に
お
い
て
、
P
は
変
化
し
て
も

S
は
同

一
の
ま
ま

で
あ
る
。
S
が
変

わ

っ
た
と
き
そ
れ

は
す

で
に
全
く
違
う
実
体
に

つ
い

て
の
判
断

で
あ
る
。

(
8
)
 
ア
リ
ス
ト
テ
レ

ス
、
出
隆
訳

『形
而

上
学
』
岩
波
書
店
、

一
九
六
八

年

、
四
〇
七
ー

八
頁
 
(
1
0
7
0
a
3
0
,
1
0
7
0
5
1
)

。

(
9
)
 
G
.
 
W
.
 
L
e
i
b
n
i
z
,
 
M
o
n
a
d
o
l
o
g
i
e
,
 
(
1
7
1
4
)
,
 
H
a
m
b
u
r
g
,
 
1
9
8
2
.
 
§
1
.
 
u
.
 
§
7
.

(
10
)
 
ア
デ
ィ

ッ
ケ
ス
も
ま

た
カ
ン
ト
が
物
自
体
を

モ
ナ
ド

の
よ
う
な
も

の

と
し
て
、
純
粋

に
精
神
的
属
性
に
よ

っ
て
表
象
し

て
い
た
こ
と
を
指
摘

し
て
い
る
。
A
d
i
c
k
e
s
,
 
i
b
i
d
.
,
 
S
.
 
4
0
f
.
邦
訳
、
四
九
頁
。

(
11
)
 
へ
ー
ゲ
ル
は
本
質
論

に
お

い
て
カ
ン
ト
の
反
省
概
念
に
あ
た
る
四
組

の
概
念
を
扱

っ
て

い
る
。
「
内
的
な
も

の
」
と

「
外
的
な
も

の
」
、
お
よ

び

「形
式
」
と

「質
料
」

に
関
し

て
は

こ
の
概
念
を
そ

の
ま
ま

へ
ー
ゲ

ル
は
用

い
て

い
る
。
「
一
様
性
」
と

「
差
異
性
」
、
「
合
致
性
」
と

「
対
抗

6
4



性

」
に

つ
い
て
は
内

容
的

に
反
省
規
定
論

に
お

い
て
扱
わ
れ

て
い
る
と

考
え
ら
れ
、
実
際

へ
ー
ゲ
ル
は
カ
ン
ト
が
こ
の
反
省
概
念

に
関
連

さ
せ

て
論
じ
た

「
不
可
識
別
者

同

一
の
原
理
」
と
実
在
的
対
立

の
問
題
と
を

そ

の
中
で
扱

っ
て

い
る
。
ま
た
、
反
省
概
念

に
言

及
し
た
概
念
論

に
お

け
る

へ
ー
ゲ

ル
の
次

の
カ
ン
ト
批
判
も
参
照
。

「
こ
の

[
『純
粋
理
性
批
判
』

に
お
け
る
、
感
性

か
ら
悟
性
、
理
性

へ
の
]
階
梯

が

い
か
に
不
完
全

で
あ

る
か
に

つ
い
て
は
、
彼

[カ

ン
ト
]

が
超

越
論
的
論

理
学
即
ち
悟
性
論

の
補
説
と
し

て
、

反
省

概
念

に

つ
い
て

の
論
考
-
直
観
と
悟
性
、
即
ち
存
在
と
概
念

の
間

に
あ
る
領

域
ー

を
付

け
加
え

て

い
る
と

い
う

こ
と

に
よ

っ
て
、
す

で
に
自
身

で
ほ

の
め
か
し
て

い
る
」
(
V
I
.
 
2
5
6
f
.
)

。

ま
た

「
形
式
」
と

「質

料
」
と

い
う

も
う

ひ
と
組
の
反
省
概
念

に

つ

い
て

へ
ー
ゲ

ル
と

の
比
較

を
行

っ
た
も

の
と
し

て
拙

論

「
へ
ー

ゲ
ル

『論
理

の
学
』

に
お
け

る
M
a
t
e
r
i
e

概
念
批
判

の
検
討
-
超
越
論
的
観
念

論
か
ら
絶
対
的
観
念
論

へ
の
展
開
を
巡
る

一
つ
の
視
座
」

へ
ー
ゲ
ル
論

理
学
研
究
会

編

『
へ
ー
ゲ
ル
論

理
学

研
究
』
第

五
号

、

一
九
九
九
年

、

二

一
～
三
四
頁
。

(
12
)
 
W
o
l
f
e
も

ま
た
こ

の
両
箇
所

の
類
似

性
を
指
摘

し
て

い
る
。

G. M.Wolfe, Die Wesenslogik in Hegels "Wissenschaft der Logik":Versuch einer Rekonstruktion und Kritik unter besonderer Berucksichtigung der philosophischen Tradition, Stuttgart-Bad Canstatt, 1994.

し
か
し
、
W
o
l
f
e
は
そ

れ
故
に
、

へ
ー
ゲ
ル
論
理
学
本

質
論
を
再
構
成
す
る
中

で

「
外
的
な
も

の
と
内
的

な
も

の
の
相

関
」
を

削
除
し
て
し
ま

っ
て

い
る
。

(
13
)
 

「し
か
し

こ
の
単
純
な
自
己
と

の
同

一
性
と
し
て

の
事
柄

[内

容
と

し

て
の
同

一
性
]
は
、
そ

の
形
式

諸
規
定

と
は
異

な

っ
て

い
る
。
こ

の

形
式
諸
規
定
は
事
柄

に
対
し

て
外
的
な

の
で
あ
る
。
そ
の
限
り

で
、
事

柄
は
そ
れ
自
身
そ

の
外
在
性

か
ら
区
別
さ
れ

て
い
る
内
的

な
も

の
で
あ

る
に
す
ぎ
な

い
」
(
V
I
.
 
1
8
0
)

。

(お
お
こ
う

ち

た

い
じ
ゅ

・
一
橋
大
学
/
ケ
ル
ン
大
学
)


