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主
-
奴
関
係
の

論
理

銭

虞
･

雅

之

一

主
と

奴
と

の

関
係
は

ま

ず
主
の

側
か

ら

叙
述
さ

れ

て
い

る
｡

①
｢

主
は

自
立

的
な

存
在
(

物
)

を

通

じ
て

間

接

的
に

奴
に

関

係
す

る
｡

+

(
-

芸
,

-

革
)

奴
と

物
の

関
係
に

つ

い

て

は
､

｢

そ
の

存
在
は

奴
が

戦
い

に

お

い

て

捨
て

去
る

こ

と
の

で

き

な

か

っ

た

鎖
(

只
e
t

t
e

)

で

あ

る
｡

+

(

呂
〇
.

N

-

こ

奴
は

物
に

お
い

て

自
立

性
を

失
っ

て

お

り
､

物
に

従
属
し

､

支

配

さ

れ

て

い

る
｡

主
と

物
と
の

関
係
に

つ

い

て

は
､

｢

主
は
こ

の

存

在
を

支

配

す
る

威
力
(

呂

害
F
t

)

で

あ

る
｡

+

(

p
P

〇
･

N

占

主
は

物
を
｢

威
力
+

と
い

う
形
で

支
配
し

て

い

る
｡

主
が

物
を

支
配
し

､

そ

の

物
が

奴
を

支
配
し
て

い

る
｡

ゆ
え

に

主
は

奴
を

支
配
す
る

の

で

あ

る
｡

さ

ら
に

､

①
｢

同
様
に

主
は

奴
を

通
じ

て

間
接
的
に

物
に

関
係
す
る

｡

+

(

呂
〇
.

N

∞

こ

主
と

奴

と

の

関
係
は

①
の

結
論
で

あ
る

｡

主
は

奴
を

支
配
し

て

い

る
｡

奴
と

物
と

の

関
係
に

つ

い

て

は
､

｢

奴
は

白
己

意
識

一

般
と

し

て

物
に

ま

た

否

定

的

に

関
係
し

､

そ

れ

を

廃

棄
す
る

｡

+

(

臣
〇
･

N

¢

声
)

奴
は

｢

働
き
か

け
る

(

b
e

P

旨
e
i

t

e

ロ
)

+

(

P

巴
U
･

山

u

)

と

い

う

形
で

物
を

支

配
す

る
｡

そ

の

奴

を

主
が

支
配
し

て

い

る

が

ゆ

え
に

､

主
ほ

物
を

支
配
す
る
こ

と
に

な

る
｡

こ

れ
が

主
の

｢

享
受
(

G
e

ロ

畠
)

+

(

P

P

〇
.

宗
)

で

あ

る
｡

こ

れ

ら
の

関
係
は

そ

れ

ぞ

れ
､

三

つ

の

項
(

概
念
)

を

媒
介
に

し

た
､

つ

ま
り

二

つ

の

判
断
を

結

合
す

る

｢

推
理

(

S
c

E
u
s

s

e
)

+

(

p
P

〇
.

N

J

で

あ
.る
｡

①
に

お

い

て

は
､

(

主
が

物
を

支
配
す
る
)

と

(

物
が

奴
を

支

配
す
る
)

と
い

う
二

つ

の

判
断
か

ら

(

主
が

奴
を

支
配
す

吾
が

推
理

さ

れ
､

④
に

お

い

て

は
､

(

主
が

奴
を

支
配
す
る
)

と

(

奴
が

物
を

支

配

す

る
)

と
い

う
二

つ

の

判
断
か

ら

(

主
が

物
を

支
配
す

る
)

が

推
理

さ

れ
る

｡

推
理
さ

れ

た

結
論
は
二

つ

の

判
断
か

ら

間
接
的
に

導
き

出
さ

れ

た
｡

し
か

し

前
提
と

な

る

二

つ

の

判
断
は

直
接
的
な

関
係
で

あ

る
｡

と
こ

ろ

が
､

主
は

①
㊤
を

そ

れ
ぞ

れ

媒

介

す

る

こ

と

に

ょ
っ

て

｢

享

受
+

と
い

う

形
で

支
配
を

実
現
す
る

こ

と

が

で

き

る
｡

つ

ま

り
､

④
は

①

を

前
提
と

し
て

い

る
｡

㊤
に

お

け
る

(

主
が

奴
を

支
配
す

る
)

と
い

う
判

断
は

①
の

推
理
に

よ

る

結
論
で

あ
る

｡

こ

の

結
論
す

な

わ

ち

④
に

お

け
る

前
提
の

判
断
が

奴
の

主
に

対

す
る

｢

畏
怖
(

句

弓
C

F

〇
+

(
-

£
.

-

ご

で

あ

る
｡

さ

ら
に

④
に

お

い

て

奴
の

｢

働
き

か

け
+

を

介
し
て

主
は

支
配
を

｢

現

実
に

実

現

す

る
｡

+

(

p

P

〇
･

N

J

こ

れ

が

｢

奉

仕
(

0
ネ

e

ロ
e

ロ
)

+

(

p

p

〇
.)

で

あ

り
､

主
か

ら
み

れ

ば

｢

享
受
+

と

な
っ

て

い

る
｡

ま

た
､

①
に

お

け
る

前
提
の

ひ

と

つ

で

あ

る

(

主
が

物
を

支

配

す
る
)

が

｢

威

力
+

と
い

う
単
な

る

直
接
的
な

関
係
で

あ
っ

た
の

に

対

し
て

､

①
と

④
の

推
理

を

経
る

こ

と

に

よ
っ

て

｢

享
受
+

と
い

う

形
で

そ

れ

を

実
現
す
る

こ

と
が

で

き
た

の

で

あ

る
｡

こ

の

よ

う
に

実
際
に

は
､

①
と

④
が

互
い

に

分

離
さ

れ
て

い

る

の

で

は

な

く
､

④
は

①
を

前
提
と

し
､

逆
に

①
は

㊤
の

推

理
に

よ
っ

て

実
現
す

る

の

で

あ

る
｡

主
､

奴
と

い

う
概
念
や

(

主
が

物
を

▲7

支
配
す
る
)

､

(

主
が

奴
を

支
配
す
る
)

と
い

う

判
断
が

そ

れ

白
身
の

内
に

如
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推
理
に

よ

る

体

系
を

含
ん
で

お

り
､

こ

の

主
-
奴
関
係
の

運

動
は

そ
の

体

系
の

顕
在
化
の

過
程
な
の

で

あ
る

｡

二

七
こ

ろ

が
､

こ

の

体

系
か

ら

主
と

奴
の

関
係
だ

け
を

取
り

出
し

て

み
る

な

ら

ば
､

そ
こ

に

は

不

完
全
な

｢

承
認
(

中
ロ
2
り

打
e

ロ

ロ
e

ロ
)

+

が

見
ら

れ
る

｡

｢

承
認
+

は

あ

る

自
己

意

識
と

他
の

自
己

意
識
の

問
に

お

い

て

行

わ

れ

る
｡

一

方
は

他
方
の

自
立

性
を

香
足
す
る
こ

と

に

よ
っ

て

自
己
の

自
立

性

を

立
て

る
｡

し

か

も

そ
の

こ

と
が

同
時
に

対

象
で

あ

る

他
方

も

他
者
を

否

定
し

て

自
己
の

自
立

性
を

立
て

る

こ

と

に

な

る

の

で

あ

る
｡

(

-

小

一
ー

N

O

斡
.

)

主
と

奴
と
の

関
係
は

こ

の

｢

承
認
+

の

関
係
で

は

な
い

｡

主
は

奴
に

対
し

て

は
､

(

奴
が

物
に

支
配
さ

れ
て

い

る
)

を

媒
介
に

し

て

奴
を

支

配

す
る

｡

(

①
)

こ

の

と

き

主
は

自
立

性
を

持
つ

､

つ

ま

り

奴
の

自
立

性

を

否
定
す
る

｡

し

か

し

奴
は

主
の

自
立

性
を

香
定
し

て

自
己
の

自
立

性
を

立

て

る

わ

け
で

は

な
い

｡

｢

本

来
の

承
認
の

た

め
に

ほ
､

主
が

他

者
に

対

し

て

行
う
こ

と
を

自
己

白
身
に

対

し

て

も

行
い

､

奴
が

自
己
に

対

し

て

行
う

こ

と

を

他
者
に

対

し
て

も

行
う

と
い

う

契

機
が

欠

け

て

い

る
｡

+

(

-

毛
-

N

O

こ
さ

ら
に

､

奴
は

た

だ

主
に

よ
っ

て

自
己
の

自
立
性
を

否
定
さ

れ

て

い

る

だ

け
で

な

く
､

④
に

お

け
る

｢

奉
仕
+

と
い

う
形
で

自
ら
そ

れ

を

行
っ

て

い

る
｡

こ

の

自
己

否
定
に

よ
っ

て

奴
は

｢

対

自
存
在

(

句

守
s
-

c

F

芳
】

ロ
)

+

(

-

£
､

N

山

)

に

な
っ

て

い

る
｡

そ

れ
に

対

し
て

主
は

自
己
の

自
立

性
の

否

定
を

行
わ

ず
､

他
者
の

否
定
に

よ
っ

て

自
己
の

自
立

性
を

立
て

よ

う
と

す

る
｡

つ

ま

り

｢

対

自

存
在
+

で

は

な

く

｢

対

他

存

在
(

S
e

r

:
賢
e
-

ロ

>
ロ

d
e

→

且
+

(

-

蓋
､

阜

)

な

の

で

あ

る
｡

と
こ

ろ
が

､

そ

も

そ

も

｢

対

自

畑
′

4

存
在
+

を

本
質
と

し
て

い

る

の

が

自
立

的
な

意

識
で

､

｢

対

他

存

在
+

を

本

質
と

し
て

い

る

の

が

非
自
立

的
な

意
識
で

あ
っ

た
｡

(

P

P

〇
･

-

持
)

こ

こ

に

｢

対

自
存
在
+

で

あ

る

奴
は

む

し

ろ

自
立

的
意
識
で

､

逆
に

｢

対

他

存
在
+

で

あ
る

主
は

非
自
立

的
意
識
と

な
っ

た
の

で

あ
る

｡

奴
の

側
か

ら
こ

の

体
系
を

見
る

な

ら

ば
､

奴
は

主
の

み
な

ら

ず
物
に

も

関
係
し
て

い

る
｡

奴
は

主
に

対

す

る

関
係
に

お

い

て

は

｢

畏
怖
+

と
い

う

形
で

自
立

性
を

香
定
さ

れ

て

い

る

が
､

こ

の

こ

と
が

物
の

関
係
に

お

い

て

は

｢

鎖
+

と
い

う

形
で

の

物
に

よ

る

奴
の

自
立

性
の

香
定
で

あ
る

｡

後
者

が

結
論
と

し
て

の

前
者
を

可
能
に

す
る

前
提
で

あ

る
｡

し

か

し
こ

の

関
係

だ

け
で

は

主
ほ

体
系
を

完
結
さ

廿

る
こ

と
､

す
な

わ

ち

｢

享
受
+

す
る

こ

と

は

で

き

な
い

｡

主
ほ

さ

ら
に

奴
の

物
に

対

す

る

も

う
一

つ

の

関
係
を

利

用
し

て
､

｢

享
受
+

と

し

て

の

物
へ

の

支
配
を

実
現

し

ょ

う
と

す

る
｡

こ

の

と

き
の

奴
と

物
と

の

関
係
は

｢

働
き

か

け
る
+

と
い

う

形
で

の

奴
の

物

に

対

す

る

支
配
で

あ
る

｡

奴
は

物
を

否
定
す
る

こ

と
に

よ

り

自
己
の

自
立

性
を

立

て

る
｡

と
こ

ろ
が

そ
の

否
定
は

｢

欲
求
+

の

よ

う
に

｢

純
粋
な

否

定
す

る

こ

と
+

(

-

蓋
.

い

ヱ

で

は

な
い

｡

否
定
に

お
い

て

｢

対

象
の

自
立

性
の

経
験
+

(

-

声
-

N

こ

を

行
う

｡

｢

労
働
(

A

旨
e

丘
+

は

対

象
を

香

宜
し

て

自
己
の

自
立

性
を

立
て

る

の

で

あ

る

か

ら
､

そ

の

か

ぎ

り

で

ほ

｢

欲
求
+

と

同
じ
で

あ
る

｡

し

か

し

同
時
に

物
の

白
立

性
を

経
験
す
る

か

ぎ
り

で

は

｢

阻
止
さ

れ
た

欲
求
(

笥
F
Q

m
m
t

e

出

品

誉
計
)

+

で

あ

る
｡

(

-

怠
.

い

こ

こ

こ

に

主
の

他

者
に

対

す
る

関
係
と

は

異
な
っ

た

奴
の

物

に

対

す
る

関
係
が

出
現
し
て

い

る
｡

そ

れ

は

主
の

場
合
の

よ

う
な

｢

純
粋

な

無
+

で

は

な

く
､

｢

限
定
さ

れ
た

否
定
+

で

あ
る

｡

(
(

声

旨

持
)
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三

前
述
し
た

よ

う
に

､

④
は

①
の

結
論
を

前
提
と

し
､

①
は

④
の

推
理
に

よ
っ

て

実
現
さ

れ
る

｡

こ

の

と

き

主
の

他
者

､

奴
と

物
と
に

対

す
る

関
係

に

つ

い

て

は
､

確
か

に

(

主
が

奴
を

支
配
す
る
)

は

①
の

推
理
の

結
論
で

あ

り
､

｢

間
接
的
に

関
係
す
る
+

と

い

わ

れ

て

い

る
｡

(

①
)

し

か

し
､

そ

れ

は

項
の

観
点

か

ら

見
れ
ば

物
を

媒
介
と

し
た

間
接
的
な

も

の

で

あ

る

と

い

え

る

が
､

判
断
と

判

断
と
の

結
合
と

い

う
観
点
か

ら

す

れ

ば
､

(

主
が

物
を

支
配
す

る
)

も

(

物
が

奴
を

支
配
す
る
)

も

直
接
的
な

関
係
で

あ

り
､

そ

の

結
論
で

あ

る

(

主
が

奴
を

支
配
す

る
)

も

直
接
的
判
断
と

直
接
的
判

断
と
の

い

わ

ば

爬
起
的
結
合
で

あ
っ

て
､

依
然
と

し
て

直
接
性
の

レ

ベ

ル

に

あ
る

の

で

あ

る
｡

(

主
が

物
を

支
配
す

る
)

に

つ

い

て

も

同
様
で

あ
る

｡

と
こ

ろ
が

奴
の
･
他
者
に

対

す

る

関
係
は

ど

う
で

あ

ろ

う
か

｡

確
か

に

①

に

お

い

て

(

物
に

支
配
さ

れ

る
)

関
係
は

直
接
的
で

あ
る

｡

し
か

し

④
に

お

け

る

(

物
を

支
配
す
る
)

関
係
は

た

だ
の

｢

純
粋
な

否
定
す
る

こ

と
+

で

ほ

な

く
､

｢

阻
止

さ

れ
た
+

否
定
で

あ
っ

た
｡

奴
に

と
っ

て

は

物
ほ

単

に

否
定
的
な

も
の

と

し
て

で

は

な

く

自
立

性
を

持
っ

た

も
の

と

し
て

出
現

す
る

｡

奴
は

物
の

自
立

性
を

経
験
す
る

｡

こ

の

と

き

物
は

奴
に

と
っ

て

媒

介
と

な
っ

て

い

る
の

で

あ
る

｡

従
っ

て

奴
の

物
に

対

す
る

関
係
は

直
接
的

で

あ

る

と

は
い

ぇ

な
い

｡

直
接
的
な

関
係
に

対

し
て

､

真
の

媒

介
に

よ

る

関
係
ほ

｢

承
認
+

の

関

(

1
)

係
で

あ
る

｡

主
の

他
者
に

対

す

る

関
係
に

お

い

て

は
､

た

だ

他
者
を

否
定

し
て

自
己
の

自
立
性
を

立
て

る

だ

け
で

､

他
者
の

目
立
性
を

認
め

る

こ

L

ヽ

も
せ

ず
､

ま
し

て

や

他
者
が

自
己
の

自
立

性
を

立
て

る

こ

と
､

す
な

わ

ち

他

者
が

主
の

自
立

性
を

否
定
す
る
こ

と

も

な
い

｡

｢

承
認
+

の

相

互

関

係

の
一

方
だ

け

し
か

満
し
て

い

な
い

｡

ま

さ
に

そ

れ

ゆ

え
､

い

わ

ゆ
る

主
-

奴
関
係
の

逆
転
が

起
り

う
る

の

で

あ

る
｡

こ

れ
に

対

し
て

奴
は

物
と

の

関
係
に

お

い

て

は
､

自
己
の

自
立

性
を

立

ヽ

ヽ

ヽ

て

る

と

同
時
に

物
の

自
立

性
も

認
め

る
｡

し

か

し

そ

れ

は

物
が

白
ら

自
己

ヽ

の

白
立

性
を

立
て

る

こ

と
､

す
な

わ

ち

物
が

奴
の

自
立

性
を

否
定
す
る

こ

と

で

は

な
い

｡

こ

の

場
合

奴
は

自
己

意
識
で

あ

る

が
､

物
は

そ

う
で

は

な

く

｢

生

命
あ

る

も
の
+

(

-

い

h
､

N

山

)

で

あ

る
｡

自
己

意
識
と

｢

生

命
あ

る

も
の
+

と

の

間
で

は
､

自
己

意
識
は

｢

欲

求
+

と

し

て

｢

生

命
あ

る

も

の

+

を

否
定
し

白
己
の

眉
立

性
を

立
て

る
｡

と

同

時
に

｢

生

命
あ

る

も

の
+

の

自
立

性
を

経
験
し

は

す

る

が
､

そ

れ
は

｢

生

命
あ

る

も
の
+

が

自

ら

立
て

る

も

の

で

は

な
い

｡

完
全
な

｢

承
認
+

で

あ
る

た

め

に

は
､

一

方

の

行
為
が

同
時
に

他
方
の

行
為
で

な

け
れ

ば

な

ら

な
い

｡

(

-

志
-

〓

声
)

｢

労
働
+

も

｢

承
認
+

の

論
理
を

完
全
に

満
す
も
の

で

は

な
い

｡

対

象
が

こ

の

よ

う
な

性
質
を

持
つ

も

の

で

あ

る
が

ゆ

え
に

そ

れ
ほ

ま

さ

に

物
で

あ

っ

て
､

｢

対

象
に

対

す
る

否
定
的
な

関
係
は

対

象
の

形
式

と

な

り
､

あ

る

持
続
す

る

も
の

に

な
る
+

(

【

蓋
.

h

こ

の

で

あ

り
､

｢

労

働

す

る

意

識

ヽ

ヽ

は

自
立

的
存
在
を

自
己

自
身
と

し

て

直
観
す

る

こ

と

に

な

る
+

(

盲
〇
･

-

ド

ニ

の

で

あ

る
｡

m
-

支
配
と
い

う
直
接
的
な

関
係

､

｢

承
認
+

と
い

う

其
の

媒

介
に

ょ

る

関

係
､

さ

ら

に

は

上

述
し
た

｢

労
働
+

の

関
係
は

論
理

的
に

は

ど
の

よ

う
な

構
造
を

持
っ

て

い

る
の

で

あ

ろ

う
か

｡

4 J 9
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主
の

支
配
は

物
に

対

す
る

｢

威
力
+

つ

ま
り

現
実
に

は

｢

享
受
+

と

奴

に

対

す
る

｢

畏
怖
+

と
い

う
言
葉
で

表
現
さ

れ

て

い

る
｡

こ

れ

ら

は

他
者

を

否
定
す
る
こ

と
に

よ
っ

て

自
己
の

自
立

性
を

立

て

る

｢

欲
求
+

の

行
為

で

あ

る
｡

こ

の

せ

き

他
者
は

自
己
の

自
立
性
を

立

て

る

わ

け

で

は

な
い

｡

固
有
な

他

者
で

は

な

く
､

主
で

な

い

か

ぎ

り
で

の

他
者

､

非
主
で

あ
る

｡

こ

の

他
者
を

香
足
す

る

主
の

｢

欲
求
+

の

論
理

は

矛
盾
律
に

ょ
る

同
一

性

の

措
定
で

あ

る

と
い

え

る
｡

主
が

A

で

あ

る

と

す

れ

ば
､

他
者
は

非
A

で

あ

る
｡

そ
の

非
A

を

否
定
す
る

こ

と
に

よ

り
A

は

自
己

同
一

性
を

立
て

る

の

で

あ

る
｡

直
接
的
な

同
一

律
に

よ

る

同
一

性
に

比
べ

れ

ば
､

非
A

を

媒

介
に

し

た

同
一

性
で

あ
る

が

ゆ
え

に
､

そ
の

同
一

性
は

直
接
的
な

根
拠
の

な
い

も
の

で

は

な

く
､

媒
介
さ

れ

た

根
拠
の

演
繹
さ

れ

た

も
の

で

あ
る

よ

う
に

思
え

る
｡

し

か

し

他
者
非
A

は

A

と

異
な

る

固
有
な

も
の

で

は

な

く
､

あ

く

ま
で

も

非
A

で

あ
っ

て
､

A

に

依
存
し

て

い

る
｡

A

で

な
い

か

ぎ

り
､

非
A

で

も

な
い

｡

従
っ

て

A

が

立
て

ら
れ

た

と

き

す
で

に

非
A

も

立
て

ら
れ

て

お

り
､

非
A

は
A

で

あ
る

と
い

え

る
｡

と

す
れ

ば
､

非
A

を

媒
介
と

す

る

A

の

同
一

性
は

A

が

立
て

ら
れ

た

と

き

実
は

す
で

に

立
て

ら

れ
て

お

り
､

非

A

は

A

に

と
っ

て

真
の

意
味
で

の

媒
介
に

ほ

な
っ

て

い

な
い

の

で

あ

る
｡

矛
盾
律
に

よ

る

同
一

性
(

否
定
の

香
定
に

よ
る

肯
定
)

は

媒
介
に

ょ

る

同

一

性
で

あ

る

よ

う
に

思
え
た

が
､

実
は

や

は

り

直
接
的
な

同
一

性
で

あ

り
､

同
語
反
復
な
の

で

あ
る

｡

非
A

は

A

の

否
定
で

は

な

く
､

A

と
い

う

肯
定

の

補
完
部
分
を

埋
め

る

別
の

肯
定
で

あ

る
｡

従
っ

て

第
一

の

否
定
は

肯
定

A

か

ら

肯
定
非
A

へ

の

移
行
で

あ

り
､

第
二

の

否
定
は

肯
定
非
A

か

ら

肯

定
A
へ

の

復
帰
で

あ
る

｡

第
二

の

肯
定
非
A

は

第
一

の

肯
定
A

と

と

も

に

す

で

に

立
て

ら

れ
て

い

る

の

で

あ

る

か

ら
､

そ
こ

に

は

た
だ

一

つ

の

肯
定

加ノ
丁

が

あ

る

だ

け
で

あ
る

｡

こ

の

よ

う
に

香
定
の

否
定
に

ょ

る

第
一

の

肯
定
の

根
拠
の

演

繹
は

失
敗
す
る

｡

根
拠
が

な
い

も
の

に

も
か

か

わ

ら

ず
そ

れ

を

立

て

る

こ

と

(

肯
定
す
る

こ

と
)

､

こ

の

こ

と
が

支
配
の

論
理

的

意

味
で

あ

り
､

ヘ

ー

ゲ
ル

が

｢

威
力
+

､

｢

畏
怖
+

と
い

う
奇
異
な

言
葉
で

表
現
し

ょ

う

と

し

た

も
の

な

の

で

あ

る
｡

非
A

は

A

に

依
存
し

て

い

る
｡

A

で

あ
る

か

ぎ

り
で

非
A

で

あ

る
｡

非

A

は
A

に

対

し
て

ま

さ
に

非
A

と

し
て

意
味
を

持
つ

､

非
A

と
い

う

意

味

(

り
一

)

を

持
つ

の

で

あ

る
｡

こ

こ

に

因
果
性
を

想
定
す
る

の

は

容
易
で

あ

る
｡

結

果
は

原
因
に

､

つ

ま

り

奴
は

主
に

依
存
し
て

い

る
｡

ま

た

主

-
奴

関
係
が

逆
転
す
る

と
､

逆
に

原
因
が

結
果
に

依
存
し

て

い

る
こ

と
に

な

る
｡

こ

の

と

き

結
果
が

A
､

原

因
が

非
A

で

あ
る

｡

し
か

し

こ

れ

は

視
点
(

最
初
の

肯
定
)

を

ど

こ

に

お

く
か

の

違
い

で

あ
る

｡

原
因
に

注
目

す

れ
ば

結
果
が

非
A

に

な

り
､

結
果
に

注
目

す

れ
ば

原
因
が

非
A

と

な

る
｡

い

ず
れ
に

し

て

も

両
者
の

関
係
が

依
存

､

つ

ま

り
A

と

非
A

と
い

う
補
完
的
な

関
係
で

あ
る

こ

と
に

は

変
り
は

な

い
｡

こ

れ

に

対

し
て

｢

承
認
+

は

あ
る

者
が

他
者
を

香
足
し
て

自
己
の

自
立

ヽ

性
を

立

て

る

こ

と
､

そ

の

こ

と

が

同
時
に

そ
の

ま

ま

他

者
が

前
者
を

否
定

し

て

自
己
の

自
立

性
を

立
て

る

こ

と

で

あ
っ

た
｡

こ

の

と

き

他
者
は

非
A

で

は

な

く
､

あ

え
て

い

え

ば

B

と

し

て

あ

る

が
､

し
か

も

A

に

関
係
な
い

も

の

と

し

て

で

は

な

く
､

あ

く

ま
で

も

A

に

よ
っ

て

否
定
さ
れ

た

も

の

と

し

て
､

同

時
に

A

を

否
定
し

て

ま
さ

に

B

で

あ

る

根
拠
を

持
つ

も

の

と

し

て

あ

る
｡

こ

の

と

き
A

も

B

も

同
時
に

そ
の

根

拠
が

真
に

演
繹
さ

れ

る

こ

と

に

な

る
｡

｢

承
認
+

に

お

い

て

ほ

｢

あ

る

自
己

意
識
が

あ
る

自

己

意

識

ゝ
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ト

に

対

し

て

あ

り
､

こ

の

と

き
は

じ

め

て

白
己

意
識
は

実
際
に

存
在
す

る
｡

+

(

-

合
-

N

O

f

.)

こ

れ

が

真
の

意
味
で

の

媒
介
で

あ

る
｡

そ

れ

で

は

奴
の

｢

労
働
+

は

こ

の

｢

承
認
+

の

論
理

を

満
す

も
の

で

あ

ろ

う
か

｡

奴
は

物
を

香
足
し
て

自
己
の

自
立

性
を

立
て

る
｡

こ

の

か

ぎ

り

で

は

主
の

他
者
に

対
す

る

関
係
で

あ
る

｢

欲
求
+

と
い

う

(

支
配
)

と

同

じ
で

あ

る
｡

し

か

し

奴
は

同
時
に

物
の

自
立

性
を

経

験
す
る

｡

物
の

自
立

性
を

媒

介
す

る

と
い

う
意
味
で

は

確
か

に

直
接
的
な

関
係
で

は

な
い

｡

し

か

し

そ
の

と

き

あ

く
ま

で

も

対

象
で

あ
る

物
が

自
ら

白
己
の

自
立
性
を

立

て

る

の

で

は

な

く
､

ま

た

奴
を

香
定
す
る

の

で

も

な
い

｡

奴
.の

行
為
が

同

時
に

物
の

行
為
と

は

な
っ

て

い

な
い

｡

だ

か

ら
対

象
は

自
己

意
識
で

は

な

く

物
な
の

で

あ
る

｡

従
っ

て

｢

労
働
+

も

｢

承
認
+

の

論
理

を

満
す

も
の

で

は

な
い

｡

奴
の

経
験
す
る

物
の

自
立

性
は

奴
が

物
を

否
定
す

る

か

ぎ

り

で

の

こ

と
で

あ
る

｡

や

は

り

物
は

否
定
さ

れ

る
も

の

と

い

う

意
味
を

持
っ

た

も
の

で

あ

り
､

｢

労
働
+

は

依
然
と

し

て

矛
盾
律
に

よ

る

同
一

性
の

立

場
､

｢

承
認
+

の
一

側
面
に

す

ぎ
な
い

｡

｢

阻
止
さ

れ
+

て

は

い

る

が

や

は

り

｢

欲
求
+

な
の

で

あ

る
｡

五

奴
は

｢

労
働
+

で

は

物
の

自
立

性
は

経
験
す

る

が
､

他
者
に

ょ

る

自
己

否
定
は

経
験
し

な
い

｡

そ
こ

で
､

｢

労

働
+

に

よ

る

｢

形

成
す

る

(

g
･

告
ロ
)

+

だ

け
で

は

奴
の

意
識
は

た

だ

｢

我

意
+

に

な
っ

て

し

ま

う
の

で
､

｢

畏
怖
+

､

｢

奉
仕
+

の

契
機
も

必

要
と

な

る

の

で

あ

る
｡

(
-

蓋
-

い

ゃ

{

こ

一

声
N

こ

そ
の

と

き
､

｢

労
働
+

に

お

い

て

他
者
否
定
に

よ

る

自

己

の

白
立
性
を

立

て

る

こ

と

が

そ
の

ま

ま

｢

畏
怖
+

､

｢

奉
仕
+

に

お

い

て

他
者

が

奴
を

否
定
し
て

他
者
自
身
の

自
立

性
を

立

て

る

こ

と
に

な
る

の

で

あ

ろ

う
か

｡

す

な

わ

ち
､

前
者
に

お

け

る

｢

形

式
(

句
O

r

m
)

+

(
-

忘
･

か

)

と

後
者
に

お

け
る

｢

対

自
存
在
+

が

同
一

に

な

り
､

｢

承
認
+

の

論

理

が

実

(

3
)

現
さ

れ

る

の

で

あ

ろ

う
か

｡

と

こ

ろ

が
､

こ

の

点
に

関
す
る

ヘ

ー

ゲ
ル

の

叙
述
は

一

定
し
て

い

な

い
｡

｢

対

自
存
在
は

形
成
す

る

こ

と
に

お

い

て

は

自
己

固
有
の

も
の

と

し
て

自

己
に

対
し

て

あ

る

よ

う
に

な

り
､

+

｢

形
式
は

(

｢

労

働
+

に

お

い

て
)

外

に

立
て

ら
れ

る

こ

と
に

よ
っ

て
､

奉
仕
す
る

意
識
に

と
っ

て

自
分
と

ほ

別

の

も
の

に

な

る

の

で

は

な
い

｡

と
い

う
の

は

ま
さ

に

形
式
が

そ
の

意

識
の

純
粋
な

対

自
存
在
だ

か

ら
で

あ

る
｡

+

(
-

志
-

N

叫

声
)

明
ら

か

に

｢

対

自

存
在
+

が

｢

形
式
+

で

あ

り
､

し

か

も

そ

れ

が

｢

労

働
+

の

｢

形
成

す

る
+

に

お

い

て

で

あ

る

と

さ

れ

て

い

る
｡

し

か

し

他
方
に

お

い

て
､

｢

奉
仕
す
る

意
識
そ
の

も
の

に

と
っ

て

は

こ

の

二

つ

の

契
機
(

｢

対

自
存
在

+

と

｢

形
式
+

)

は

互
い

に

離
れ

離
れ

に

な
っ

て

い

る
｡

し
か

し

我
々

に

と
っ

て

は

す
な

わ

ち

即

自

的
に

は

(

賢

亡

ロ
S

O

告
H

昌

巴
c

F
)

形
式
と

対

自
存
在
は

同
じ

も
の

で

あ
る

｡

+

(

-

巴
こ

一

山

芦
)

と

述
べ

て

い

る
｡

｢

形
式
+

と

｢

対

自
存
在
+

が

同
+

で

あ
る

の

は

奴
の

意
識
に

と
っ

て

の

こ

と

で

は

な

く
､

｢

我
々

に

と
っ

て
+

の

こ

と

な

の

で

あ

る
｡

奴
の

意
識
の

｢

畏
怖
+

､

｢

奉
任
+

､

｢

労
働
+

に

よ

る

自
己

展
開
が

そ
の

ま

ま

｢

自
己

意
識
の

自
由
+

に

な

る

の

で

は

な
･
い

｡

そ

も

そ

も
､

｢

対

自
存
在
+

を

見
る

の

は

｢

畏
怖
+

と
い

う

主
と

の

関

係
に

お

い

て

で

あ
っ

た
｡

こ

こ

で

奴
の

自
立

性
を

香
定
す
る

他
者
は

主
で

あ
る

｡

と

こ

ろ

が

｢

形
式
+

は

｢

労
働
+

た
お

い

て

出
現
す

る
｡

そ
こ

で

一
･

⊥

の

自
己
の

自
立

性
を

立
て

る

た

め
に

否
定
さ

れ

る

他

者
は

物
で

あ

る
｡

舶
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｢

対

自
存
在
+

と

｢

形
式
+

と

で

は

そ

れ

ぞ

れ

他
者
が

異
な

る

の

で

あ

る
｡

他
者
が

異
な

る

七

き

そ

れ

ぞ

れ
の

関
係
の

問
に

ほ

同
時
性
は

成
立

し

な
い

｡

っ

ま

り

｢

対

日
存
在
+

が

同
時
に

｢

形
式
+

で

あ

る

の

で

は

な
い

｡

本
来

①
の

推
理

に

お

い

て

奴
を

否
定
す
る

の

は

｢

鎖
+

と
い

う

物
で

あ
っ

た
｡

し

か

し

奴
に

と
っ

て

は

主
が

否
定
す
る

も

の

と

し

て

出
現
す

る
｡

と
い

う

の

は

物
は

自
己

意
識
で

は
な
い

が

ゆ
え

に
､

物
が

奴
を

香
定
す
る

こ

と

は

で

き

ず
､

推
理
の

過
程
を

経
る

こ

と
に

ょ
っ

て

結
果
的
に

自
己

意
識
で

あ

る

主
が

奴
を

否
定
す
る

こ

と

に

な

る

か

ら

で

あ
る

｡

個
者
が

異
な

る

に

も

か

か

わ

ら

ず
､

奴
が

両
契
機
の

基
点
と

な
っ

て

い

る

が

ゆ
え

に
､

両
者
は

同
一

で

あ
る

と

思
わ

れ

る

の

で

あ

る
｡

奴
の

意
識

に

と
っ

て

は

｢

対

自
存
在
+

が

そ

の

ま

ま

｢

形
式
+

で

あ

る
の

で

は

な

く
､

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

｢

形
式
+

を

｢

対

自
存
在
+

と

し
て

｢

直
観
す

る
+

に

す

ぎ

な
い

｡

こ

の

と

き

｢

対

日
存
在
+

と
い

う
自
己

香
定
が

行
わ

れ

る

｢

畏
怖
+

､

｢

奉
仕
+

の

重

要
さ

を

強
調
し
て

い

る

に

も

か

か

わ

ら

ず
､

他

者
が

異
な
る

こ

と

に

ょ
っ

て
､

結
果
的
に

は

物
に

お

い

て

そ

れ

を

｢

直
観
す
る
+

と
い

う

肯
定

に

よ

る

自
己

認
識
に

な
っ

て

お

り
､

｢

承
認
+

の

場
合
の

よ

う
に

他

者
か

ら
の

否
定
に

よ

る

自
己

認
識
と
は

な

ら
な

い
｡

確
か

に

｢

承
認
+

の

論
理

は

潜
在
的
に

は

す

で

に

出
現
し
て

い

る
｡

だ

か

ら
こ

そ

そ

れ

は

奴
の

意
識

に

と
っ

て

の

こ

と
で

ほ

な

く
､

｢

我
々

に

と
っ

て

す

な

わ

ち

即

目

的
に
+

な
の

で

あ

る
｡

こ

の

よ

う
に

｢

労
働
+

だ

け
で

な

く

｢

畏
怖
+

､

｢

奉
仕
+

を

重

視
し

て

も
､

奴
と

他
者
と

の

関
係
は

｢

承
認
+

の

論
理
を

満
す
も
の

で

は

な
い

｡

両
者
は

｢

実
際
に

存
在
す
る
+

も
の

で

は

な
い

｡

つ

ま

り

①
の

推
理
に

お

け
る

媒
概
念
物
も

④
の

推
理
に

お

け
る

媒
概
念
奴
も

真
に

そ
の

根
拠
は

演

繹
さ

れ

な
い

の

で

あ

る
｡

そ

こ

で

そ

れ

を

実
現
す
る

も
の

と

し
て

奴
の

意

㍊.4

誠
に

と
っ

て

は

超
越
的
な

｢

我
々

+

が

要
請
さ

れ

る

が
､

そ

の

と

き

す
で

に

｢

承
認
+

の

論
理
を

も

越
え
て

､

他
者
が

全
く

存
在
し
な
い

､

す
な

わ

ち

否
定
の

な
い

｢

自
己

意
識
の

自
由
+

の

位

相
に

昇
っ

て

い

る

の

で

あ

る
｡

主
と

奴
の

関
係
に

お

い

て

ほ
､

ど

ち

ら
も

存
在
の

根
拠
を

真
に

演
繹
す

る

こ

と

は

で

き

ザ
､

た
だ

(

主
が

奴
を

支
配
す
る
)

か

ら

(

奴
が

主
を

支

配
す
る
)

へ

と

意
味
の

移

行
だ

け

が

あ
っ

た
｡

そ

こ

で

｢

労

働
+

､

｢

畏

怖
+

､

｢

奉
仕
+

の

綜
合
に

ょ
っ

て

そ

れ

が

目

論
ま

れ

た
の

で

あ

る
が

､

や

は

り

失

敗
し

､

か

え
っ

て

｢

自
由
+

な

る
山別
の
一

意
昧
が

｢

我
々

+

に

よ
っ

て

出
現
さ
せ

ら

れ
て

し

ま
っ

た

の

で

あ

る
｡

意
味
の

否
定
は

あ

る

が
､

そ

れ

を

別
の

新
し
い

意
味
が

埋

め

て

い

る

に

す
ぎ

ず
､

そ

の

と

き

む
し

ろ

意

味
そ
の

も
の

､

つ

ま

り

肯
定
が

絶
対

的
に

前
提
と
さ

れ

て

い

る

の

で

あ

る
｡

｢

我
々

に

と
っ

て

す

な

わ

ち

即

自
的
に
+

が

こ

の

絶
対

的
前
提
の

表
現
な

の

で

あ

る
｡

テ

キ

ス

ト

は
､

G
･

W
･

句
･

H
e

管
-

､

勺
F

四
日
○

ヨ
e

ロ
○
-

○

聖
e

仁
e
∽

G
e

訂
什

O

S
-

F
r

g

･
く
O

n

J

･
出
○

托

ヨ
2

賢
e
r

で

あ

る
｡

引

用

ほ

頁
､

行
の

順
で

示

し

た
｡

傍

点
お

よ

び

引

用
の

中
の

括
弧

は

筆
者
に

よ

る
｡

■
(

1
)

｢

承

認
+

ほ

『

精
神

現

象
学
』

に

お

け
る

中

心

概

念
で

あ
っ

て
､

こ

の

契
機
を

経

る

こ

と

に

よ

っ

て

は

じ

め
て

精
神
の

概

念
が

出
現

す

る
｡

(

-

合
･

N

か

持
)

そ

れ
は

｢

現

在
と

い

う

清
神
の

昼

に

入

る

転

換
点
+

(

p

P

〇
･

い

か

托
.)

で

あ

る
｡



(

2
)

例
え

ば
､

J
.

H
e

旨
r

i

c

F
s

､

D
岩

.

｢
○

惣
k

n

わ
r

(

勺
F

軒
n

O

m
?

係
で

､

構

成
の

問

題

に

す

り

か

え

て

い

る
｡

(

旨

芦

S

S

一
-

∞

¢

-

ロ

○
-

○

惣
e

d
e

s

G
e

賢
e

∽

)
､

-

ミ
阜

.

S
.

-

¢

N

汁

-

¢

い

)

問
題
は

論
理
の

そ

れ
で

あ

る

は

ず
で

あ

る
｡

彼
の

著

書

名

か

(

3
)

こ

の

問

題
に

気
づ

い

て

い

た

の

は

1

.
試
2
-

n
l

訂
F
s

で

あ

る
｡

ら

し
て

も
｡

し

か

し

彼
は

こ

れ

を

｢

精
神
+

の

章
に

お

け
る

｢

法

状
態
+

と
の

関

(

一

橋
大

学
大

学

院
博
士

課

程
)

( 7 7 ) 研 究 ノ ー ト
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